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どう変わる？
道徳の教科化と小学校英語
どう変わる？
道徳の教科化と小学校英語

■ 押谷由夫教授に聞く！ これからの「特別の教科 道徳」
■ 小学校英語の「今」～新学習指導要領のポイントと移行期間について／
　 小学校での授業実践例／教えて！阿野先生！これからの中学英語Q&A



　
教
科
化
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
が
あ

り
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
道
徳
教
育
を
充
実
さ
せ
る
と
い

う
方
向
性
が
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
教
科
化
す
る
ほ

う
が
ベ
タ
ー
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

背
景
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
平
成
18
年
に
改
正
さ

れ
た
教
育
基
本
法
で
す
。
そ
の
中
で
、
教
育
に
よ
っ
て
一
人

ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
が
豊
か
な
人
生
を
送
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
自
分
の
生
き
方

に
関
わ
っ
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
学
び
を
発
展
さ
せ
て
い

け
る
教
育
が
必
要
で
す
。
道
徳
教
育
が
そ
の
中
核
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
の

学
校
教
育
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
要
と
し
て
あ
る
は
ず
の
道

徳
の
授
業
が
い
い
か
げ
ん
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ

る
、
学
校
や
先
生
に
よ
る
取
り
組
み
の
差
が
大
き
い
と
い
う

実
態
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
解
消
す
る
た
め
に
は
教
科
化
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
教
科
化
と
い
っ
て
も
国
語
や
社
会
と
い
っ
た
既
存
の
教
科

と
横
並
び
の
教
科
で
は
な
く
、
道
徳
の
特
質（
学
校
教
育
全

体
で
行
う
道
徳
教
育
の
要
）を
生
か
し
た
教
科
化
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
特
別
の
教
科
」

と
い
う
枠
を
作
っ
て
、
道
徳
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の「
特
別
の
教
科 

道
徳
」

来
年
度
か
ら
い
よ
い
よ
中
学
校
で
も
道
徳

の
教
科
化
が
始
ま
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
教

科
化
の
意
義
・
ね
ら
い
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。
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どう変わる？
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2
0
1
9
年
度
か
ら
中
学
校
で
も
始
ま
る「
特
別
の
教
科 

道
徳
」。
教
科
書
が
使
用
さ
れ
、「
考
え
、

議
論
す
る
道
徳
」へ
の
変
換
が
求
め
ら
れ
、
評
価
も
加
わ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
道
徳
を
ど
の
よ
う

に
進
め
れ
ば
よ
い
の
か
、「
特
別
の
教
科 

道
徳
」の
設
置
に
深
く
関
わ
ら
れ
た
日
本
道
徳
学
会
会
長

の
押
谷
教
授
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

押谷由夫教授
1952年滋賀県生まれ。道徳教育，教育社会学，教育学が専門で，日本道徳学会会長。1988年文部省初等中等教育局小学校課教科調査官（道徳担当），2001年教育課程課教育課程調査官，文部科学省「子どもの徳育に関する懇談会」委員，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会委員などを歴任。「特別の教科 道徳」の設置に際しては，文部科学省の専門家会議副座長，中教審道徳教育専門部会主査を務めた。現在は武庫川女子大学教授。

　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
学
年
ご
と
に
検
討
し
て
、
学
校
全

体
の
計
画
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
特

に
中
学
校
に
お
い
て
は
、
各
ク
ラ
ス
の
道
徳
を
ど
う
す
る
か

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
各
教
科
等
の
目
標
は
、「
知
識
・

技
能
」「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」「
学
び
に
向
か
う
力
・

人
間
性
等
」の
三
つ
に
関
わ
っ
て
各
教
科
の
特
質
に
応
じ
て

書
か
れ
て
い
ま
す
。
教
科
固
有
の
知
識
・
理
解
を
応
用
し
て

思
考
力
等
を
培
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
そ
の
教
科
の
見
方
・

考
え
方
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
と
関
わ
り
ま
す
。
で
は
そ
の

学
び
を
ど
の
方
向
に
も
っ
て
い
く
の
か
。
理
科
な
ら
理
科
の

教
育
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
を
ど
の
方
向
に
導
い
て
い
く
の

　
先
生
方
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の
と
し
て
教
科
書
や
指
導
書

が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
従
う
だ
け
で

は
い
け
な
い
で
す
ね
。
道
徳
は
生
活
が
ベ
ー
ス
な
の
で
、
生

活
を
通
し
て
学
び
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
未
来
を
展
望
で
き
る

子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

　
現
在
、
道
徳
の
授
業
が
う
ま
く
行
わ
れ
て
い
な
い
背
景
と

し
て
、
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
授
業
で
扱
う
教
材
を
先
生
方
が
自
分
た
ち
で
見

つ
け
て
く
る
の
は
重
要
な
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
先
生
方
に
は

時
間
的
な
ゆ
と
り
も
な
い
し
、
適
切
な
教
材
を
選
ぶ
の
も
難

し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
副
読
本
を
持
た
せ
て
指
導
に
使
っ

て
い
る
学
校
は
半
分
以
下
と
い
う
状
況
で
す
。
こ
れ
が
、
教

科
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、教
科
書
が
無
償
配
布
に
な
り
、

指
導
の
研
修
な
ど
も
充
実
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
先
生
方

を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
、
先
生
方
が
道
徳
の
授
業
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
後
押
し
を
す
る
た
め
の
教
科
化

と
い
う
面
も
大
き
い
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
大
き
な
課
題
と
し
て
、
教
育
の
目
標
に「
人
格

を
磨
き
、
豊
か
な
人
生
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
」と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
の
子
ど
も
た
ち
の
世
界
で

は
、
問
題
行
動
や
い
じ
め
な
ど
が
蔓
延
し
て
い
る
状
態
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
中
で
一
人
ひ
と
り
が
ど
う
生

き
て
い
く
か
を
し
っ
か
り
考
え
、
よ
り
よ
い
生
き
方
を
追
い

求
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ

の
た
め
に「
特
別
の
教
科 

道
徳
」を
設
置
し
て
生
き
方
に
つ

い
て
重
点
的
に
考
え
る
時
間
を
確
保
し
て
い
こ
う
と
い
う
ね

ら
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
先
生
方
が
一
人
ひ
と
り
で
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
学
校
全
体
で
、
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

他
教
科
と
の
関
連
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
よ
い
で
す
か
。

で
は
、
こ
れ
か
ら
は
、
配
布
さ
れ
る
教
科
書

を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
ど
の
よ
う
に
授
業

を
組
み
立
て
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？
　
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も

道
徳
が
要
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
。

Q.

Q.

Q.

た
め
、
全
国
の
共
通
教
材
と
し
て
の
教
科
書
と
と
も
に
、
学

校
独
自
、
あ
る
い
は
地
域
独
自
の
教
材
を
盛
り
込
ん
で
計
画

を
立
て
て
い
く
こ
と
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
取
り
入
れ
方
は
こ
れ
か

ら
大
い
に
研
究
さ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、
学
校
の
重
点

目
標
と
か
学
校
の
特
質
と
か
に
し
ぼ
っ
て
、
教
科
書
を
主
と

し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
盛
り
込
ん
で
い
く
か
を
考
え

て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
課
題
が
学
校

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

も
た
い
へ
ん
重
要
で
す
が
、
授
業
内
容
は
学
年
共
通
で
行
う

わ
け
で
す
し
、
先
生
方
も
担
当
の
教
科
で
そ
の
学
年
の
授
業

を
受
け
持
た
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
学
年
全
体
で
道
徳
の

授
業
を
考
え
て
年
間
指
導
計
画
を
工
夫
す
る
よ
う
に
も
っ
て

い
く
体
制
作
り
が
必
要
で
す
。



　
道
徳
の
教
材
に
は
テ
ー
マ
が
重
い
も
の
や
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
50
分
の
授
業
の
中
で
考
え

を
深
め
る
の
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
読
ま
せ
て
、

ち
ょ
っ
と
考
え
て
お
く
よ
う
に
投
げ
か
け
て
お
く
。
そ
の
う

え
で
の
授
業
だ
と
出
て
く
る
意
見
が
多
様
に
な
り
ま
す
。
そ

う
い
う
手
立
て
を
し
な
い
と
、
50
分
だ
け
の
勝
負
で
は
、
文

章
を
１
回
読
ん
で
2
〜
3
の
発
問
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を

書
い
て
終
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
事
前

に
読
ん
で
情
景
を
思
い
描
い
て
お
く
と
か
、
事
後
に
課
題
を

与
え
る
と
い
っ
た
、
事
前
事
後
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
を
考
え

る
と
よ
り
深
ま
る
授
業
に
な
り
ま
す
。

「
議
論
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
際

に
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
意
見
が
出
に
く
い

と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

一
つ
の
教
材
を
２
回
に
分
け
て
行
う
こ
と

も
考
え
て
よ
い
で
す
か
。

　
２
回
に
分
け
る
こ
と
も
よ
い
で
す
が
、
そ
の
場
合
は
１
週

間
空
い
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
間
に
ど
う
い
っ
た
働
き
か
け

を
す
る
か
が
カ
ギ
で
す
。
そ
の
１
週
間
で
何
を
考
え
さ
せ
る

　
中
学
生
は
、
価
値
の
大
切
さ
を
す
で
に
わ
か
っ
て
い
て
、

生
活
の
中
で
価
値
意
識
と
行
動
を
結
び
付
け
て
考
え
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
礼
儀
正
し
く
」と
言
わ
れ
た
ら
き
ち
ん

と
挨
拶
を
す
る
と
い
う
行
動
に
結
び
付
け
て
考
え
ま
す
。
す

で
に
価
値
意
識
が
で
き
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
教
え
よ

う
と
す
る
と
、「
う
る
さ
い
、
わ
か
っ
て
い
る
」と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
礼
儀
」の
授
業
だ
っ
た
ら
、「
礼

儀
と
は
何
か
な
」「
相
手
へ
の
敬
意
の
表
し
方
に
は
ど
ん
な

も
の
が
あ
る
か
な
」と
考
え
て
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
生
活

を
振
り
返
り
、
今
後
い
ろ
ん
な
場
面
で
ど
う
し
て
い
く
か
を

考
え
る
。
自
分
の
生
き
方
に
結
び
付
け
て
考
え
る
。
そ
う
い

う
授
業
を
す
る
た
め
に
、
読
み
物
教
材
の
使
い
方
の
工
夫
が

必
要
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い

学
び
」、
道
徳
で
は「
考
え
、
議
論
す
る
道
徳
」で
す
が
、
議

論
す
る
の
は
自
分
を
よ
り
深
く
見
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
と
い

う
ね
ら
い
な
の
で
、「
考
え
、
対
話
し
、
自
分
の
生
き
方
を

深
め
ら
れ
る
授
業
」を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
道
徳
で
深
い
学
び
を
考
え
る
と
、
50
分
の
中
で
完
結
す
る

の
は
難
し
い
。
道
徳
の
授
業
は
む
し
ろ
き
っ
か
け
づ
く
り
だ

と
思
う
ん
で
す
ね
。「
こ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
ん
だ

な
」「
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
な
い

と
い
け
な
い
な
」と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
道
徳
の
授

業
は
心
の
対
話
で
す
か
ら
、
授
業
の
中
で
心
を
動
か
す
・
心

の
動
き
を
活
発
化
さ
せ
る
・
自
我
関
与
の
授
業
を
し
て
い
く

こ
と
が
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
道
徳
は
、
授
業
の
中

で
結
論
づ
け
て
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
授
業
の
中
で
今
後

の
生
き
方
に
つ
な
が
る
課
題
が
も
て
る
よ
う
に
す
る
の
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
当
の
深
い
学
び
は
事
後
に
あ
る

Q.Q. の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
講
演
を
聴

い
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
は
入
り
口
で
、
自
分
で

調
べ
て
み
よ
う
と
か
、
実
際
に
や
っ
て
み
よ
う
と
か
思
っ
て

深
い
学
び
に
な
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
の
授
業
は
授
業
で
終
わ

り
で
は
な
く
、
課
題
意
識
を
も
っ
て
事
後
の
生
活
や
学
習
活

動
に
つ
な
げ
て
い
く
、考
え
を
深
め
て
い
く
、そ
う
い
う
き
っ

か
け
づ
く
り
な
ん
で
す
ね
。
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と

に
気
づ
い
て
考
え
直
す
、
考
え
を
深
め
て
、
さ
ら
に
行
動
に

移
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
深
い
学
び
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
気
づ
き
や
調
べ
た
こ
と
を
記

録
で
き
る
よ
う
な
道
徳
用
の
ノ
ー
ト
を
持
て
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
不
可
欠
だ
と
い
え
ま
す
。

　
教
科
書
が
配
布
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
科
書
は
使
わ

な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
教
科
書
を
ベ
ー

ス
に
し
な
が
ら
多
様
な
学
び
を
付
け
加
え
て
い
く
と
考
え
て

く
だ
さ
い
。
他
の
教
科
で
も
、
教
科
書
に
準
拠
し
な
が
ら
別

の
資
料
を
活
用
し
て
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
社

会
で
は
教
科
書
を
参
考
に
し
つ
つ
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
調

べ
学
習
を
し
た
り
し
ま
す
ね
。
同
じ
よ
う
に
道
徳
で
も
、
た

と
え
ば
22
の
内
容
項
目
を
１
時
間
ず
つ
一
通
り
教
科
書
で
行

い
、
残
り
の
13
時
間
は
教
科
書
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
郷
土

教
材
や
他
の
教
材
を
使
う
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
教
科

書
は
１
冊
で
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も

の
な
の
で
、
無
意
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
学
校

の
重
点
目
標
な
ど
に
つ
い
て
は
補
助
教
材
を
教
科
書
以
外
か

ら
も
っ
て
き
て
補
う
と
い
っ
た
使
い
方
は
可
能
な
の
で
す
。

教
科
書
は
主
に
読
み
物
教
材
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
が
、「
考
え
、
議
論
す
る
道
徳
」

を
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

補
助
教
材
は
ど
の
よ
う
に
活
用
す
れ
ば
よ

い
で
す
か
。

か
、
ど
う
い
う
子
ど
も
に
育
て
て
い
く
の
か
、
そ
こ
が
難
し

い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
道
徳
で
補
う
こ
と
が
で
き

る
ん
で
す
ね
。
教
科
の
学
習
内
容
と
道
徳
の
内
容
項
目
を
う

ま
く
関
わ
ら
せ
る
こ
と
で
ど
う
い
う
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て

い
く
の
か
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
各
教
科
固

有
の
学
び
を
し
っ
か
り
や
る
た
め
に
は
、
道
徳
で
ど
う
い
う

学
び
を
し
て
い
る
か
を
お
さ
え
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。

そ
れ
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
道
徳
も
教
科
書
が
で
き
る

の
で
教
科
書
を
軸
に
連
携
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
と
え
ば
、
道
徳
の
教
科
書
に
他
教
科
の
関
連
す
る
こ

と
を
メ
モ
す
る
な
ど
を
し
て
い
く
こ
と
で
教
科
と
関
わ
ら
せ

て
と
ら
え
て
い
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
発
展
で
、
郷

土
教
材
や
学
校
で
用
意
し
て
い
る
教
材
も
関
わ
ら
せ
て
取
り

組
ん
で
い
く
と
、
生
活
全
体
を
通
し
て
の
学
び
が
具
体
化
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
教
科
書
や
補
助
教
材
の
役
割

が
増
し
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

Q.

Q.

　
た
し
か
に
難
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
先
生
方
が
日
々
努
力
さ
れ
て
い
る
の
は「
子
ど
も
た
ち

が
よ
り
よ
く
育
つ
た
め
」で
す
ね
。「
子
ど
も
自
身
が
自
分

を
し
っ
か
り
見
つ
め
て
自
分
の
課
題
を
意
識
し
、
課
題
を

自
分
ら
し
く
追
い
求
め
る
」た
め
の
自
己
評
価
・
自
己
指
導
、

つ
ま
り
子
ど
も
自
身
が
自
分
を
見
つ
め
て
可
能
性
を
見
出

し
、
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
成
長
を
実
感
し
つ
つ
取
り
組
ん

で
い
け
る
。
そ
う
い
う
子
ど
も
を
育
て
る
の
が
道
徳
教
育
の

ね
ら
い
で
す
。
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
授
業
を
し
て

い
る
わ
け
で
、
評
価
も
そ
う
い
う
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
評

価
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
道
徳
の
評
価
は
子
ど
も
た
ち
の
個
人
内
評
価
で
あ
り
、
他

の
子
ど
も
と
の
比
較
で
は
な
く
そ
の
子
自
身
の
中
で
伸
び
て

い
る
・
成
長
し
て
い
る
姿
、
道
徳
性
の
伸
び
を
し
っ
か
り
見

取
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
、
子
ど
も

た
ち
を
勇
気
づ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
通
知
が
出

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
評
価
は
、
教
育
の
本
質
に
関
わ
る
評

価
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
ほ
し
い
の
で

す
。
今
ま
で
の
評
価
は
、
先
生
が
教
え
た
こ
と
を
子
ど
も
た

ち
が
ど
れ
だ
け
理
解
し
身
に
付
け
て
い
る
か
を
主
に
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
道
徳
の
評
価
は
、
子

ど
も
た
ち
が
本
来
持
っ
て
い
る
、
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す

る
心
に
ど
れ
だ
け
そ
の
子
自
身
が
気
づ
い
て
伸
ば
し
て
い
る

か
を
評
価
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
発
想
が
逆

な
ん
で
す
。
与
え
た
も
の
を
ど
れ
だ
け
身
に
付
け
た
か
で
は

な
く
、
本
来
持
っ
て
い
る
も
の
を
ど
れ
だ
け
子
ど
も
た
ち
自

身
が
引
き
出
せ
た
か
を
見
取
っ
て
伝
え
て
い
く
。
そ
れ
を

基
に
子
ど
も
た
ち
が
、「
自
分
は
こ
こ
が
伸
び
て
い
る
ん
だ
」

授
業
の
ポ
イ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
教
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
先
生
方
が

悩
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
評
価
が
あ
り

ま
す
。

Q.

か
。
こ
の
こ
と
が
う
ま
く
い
け
ば
効
果
的
な
授
業
に
な
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
問
題
解
決
的
な
学
習
と
し
て
よ
く
い
じ
め

の
教
材
が
あ
り
ま
す
が
、ど
う
し
て
い
じ
め
が
起
こ
る
の
か
、

友
情
と
は
何
か
を
考
え
る
と
い
っ
た
価
値
意
識
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
じ
め
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
あ
ぶ
り
出
し
、

自
分
の
弱
さ
を
見
つ
め
る
と
い
う
授
業
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
同
時
に
、
実
際
に
お
こ
る
い
じ
め
を
止
め
る
と
い
う
と
こ

ろ
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
学
び
を
深
め
る
に
は
、

原
因
的
な「
Ｗ
Ｈ
Ｙ（
な
ぜ
）」の
と
こ
ろ
を
ぐ
っ
と
深
め
て

い
か
な
い
と「
Ｈ
Ｏ
Ｗ（
ど
の
よ
う
に
）」の
学
習
が
う
ま
く

い
か
な
い
。
両
方
を
50
分
で
扱
う
と
中
途
半
端
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
具
体
的
な
問
題
に
対
し
て
、
１
時
間
で
Ｗ
Ｈ
Ｙ

の
学
習
を
し
て
、
次
の
１
時
間
で
Ｈ
Ｏ
Ｗ
の
学
習
を
す
る
よ

う
な
２
時
間
の
使
い
方
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
教
育
課

程
で
は
、
Ｈ
Ｏ
Ｗ
の
と
こ
ろ
は
、
学
級
活
動
の
ね
ら
い
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、
学
活
を
使
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
体
化
す
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
で
は
い
じ
め
の
Ｗ

Ｈ
Ｙ
に
つ
い
て
考
え
、
学
活
で
は
い
じ
め
だ
け
で
は
な
く
他

の
問
題
も
関
わ
ら
せ
て
Ｈ
Ｏ
Ｗ
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
よ

う
に
響
き
合
わ
せ
て
い
く
。そ
う
い
う
柔
軟
性
も
必
要
で
す
。

　
中
学
校
で
は
学
校
行
事
や
体
験
活
動
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
行
事
の
た
め
に
道
徳
の
授
業
を
や
る
の
は
ダ
メ
で
す

が
、
文
化
祭
の
１
か
月
ぐ
ら
い
前
の
道
徳
の
中
で
、
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
自
分
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て

の
授
業
を
し
て
お
い
て
、
実
際
の
文
化
祭
で
実
感
し
よ
う
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
道
徳
を
独
立
さ
せ

て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
生
活
と
関
わ
ら
せ
る
の
で
す
。
た

と
え
ば
体
育
祭
も
成
功
さ
せ
る
こ
と
だ
け
が
目
的
な
の
で
は

な
く
、
団
結
心
や
頑
張
る
心
な
ど
の
道
徳
心
を
養
う
こ
と
も

目
的
な
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
道
徳
と
関
連
付
け
て
考

え
る
と
、
体
育
祭
自
体
も
発
展
さ
せ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。



　
道
徳
教
育
は
生
き
る
喜
び
を
追
い
求
め
る
も
の
で
す
。
道

徳
の
授
業
を
通
し
て
、
先
生
方
自
身
も
充
実
感
を
味
わ
っ
て

ほ
し
い
の
で
す
。
先
生
方
が
こ
の
授
業
を
ど
う
す
れ
ば
楽
し

め
る
か
な
と
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
よ
く
ア
ス
リ
ー
ト
が

「
楽
し
め
ま
し
た
」と
言
い
ま
す
が
、
観
客
と
一
体
と
な
っ

て
競
技
を
行
え
た
と
い
う
実
感
を
持
っ
た
か
ら
こ
そ
出
る
言

葉
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
子
ど
も
の
姿
を
想
定
し
て
授

業
を
し
て
い
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
事
前
に
授
業
を
あ
れ
こ
れ

と
構
想
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
実
践
し
て
、
う
ま
く
い
く

と
き
い
か
な
い
と
き
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
次
の
授
業
で

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
す
。
そ
う
い
う
こ

と
が
先
生
方
の
楽
し
み
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
先

生
方
は
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
俳
優
で
あ
り
、
小
道
具
屋

さ
ん
で
あ
り
、
演
出
家
で
あ
り
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
楽
し
み
つ
つ
取
り

組
ん
で
ほ
し
い
で
す
。

　
ま
た
、
心
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
相
手
の
話
を
聞
い
て
あ
げ

る
こ
と
も
大
事
で
す
。
聞
く
こ
と
は
新
し
い
発
見
に
つ
な
が

り
ま
す
。
教
え
る
喜
び
、
引
き
出
す
喜
び
、
一
緒
に
考
え
る

喜
び
な
ど
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
引
き
出
す
に
は
聞

く
こ
と
が
大
切
で
す
。
普
通
に
聞
く
の
で
は
な
く「
聴
く
」

で
す
ね
。
興
味
を
持
っ
て
尋
ね
る
こ
と
も
大
事
で
す
。
聴
く

こ
と
を
通
し
て
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
楽

し
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
生
自
身
が
楽
し
み
な
が
ら
、
型
は
お
さ
え
つ
つ
も
型
に

は
ま
ら
な
い
多
様
な
授
業
を
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。 で

は
、
最
後
に
先
生
方
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

こ̶
れ
か
ら
ど
ん
な
授
業
が
行
わ
れ
る
の
か
楽
し
み
で
す

ね
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Q.

と
気
づ
き
、
そ
こ
を
押
さ
え
な
が
ら「
も
っ
と
こ
の
よ
う
な

こ
と
も
頑
張
っ
て
い
こ
う
か
な
」と
い
う
よ
う
な
自
己
評
価・

自
己
指
導
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
で
は
、
具
体
的
に
ど
う
や
っ
て
評
価
す
る
か
と
い
う
と
、

実
は
先
生
方
は
す
で
に
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
や
ノ
ー
ト
指
導
の
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
に
コ
メ
ン
ト
を

付
け
て
返
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
と
き
に
、
よ
い
と
こ
ろ
を

書
い
て
い
る
、そ
れ
を
続
け
て
い
け
ば
よ
い
の
で
す
。
さ
ら
に
、

毎
時
間
、
全
員
の
学
び
の
姿
を
先
生
自
身
の
ノ
ー
ト
に
メ
モ

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
難
し
い
で
す
。
各
時
間
５
人
分

だ
け
で
も
し
っ
か
り
見
て
コ
メ
ン
ト
を
書
く
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
よ
さ
を
見
つ
け
る
。
こ
れ
を
積

み
重
ね
て
い
く
。
そ
れ
ら
を
見
て
、
特
に
よ
く
伸
び
て
い
る

と
こ
ろ
を
通
知
表
に
明
記
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
通
知
表

に
は
大
く
く
り
な
ま
と
ま
り（
た
と
え
ば
学
期
全
体
）で
、
特

に
育
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
書
く
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
特
別
の
教
科 

道
徳
」で
は
こ
う
い
う
評
価

を
す
る
ん
だ
と
い
う
認
識
を
ま
ず
先
生
方
が
持
た
れ
て
、
さ

ら
に
は
、
子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
に
も
伝
え
、
共
通
理
解
を

は
か
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　「
大
く
く
り
な
評
価
」を
表
面
的
に
と
ら
え
る
と
、
抽
象

度
の
高
い
コ
メ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
改
善

す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
子
ど
も
た
ち
の
自
己
評
価
・
自
己
指
導

で
す
。
自
分
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、

子
ど
も
た
ち
の
自
己
評
価
を
重
視
し
ま
す
。
た
と
え
ば
道
徳

ノ
ー
ト
に
自
己
評
価
欄
を
設
け
て
毎
時
間
の
自
己
評
価
を
書

い
て
も
ら
う
と
か
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
年

間
指
導
計
画
を
立
て
る
と
き
に
、
学
期
ご
と
の
道
徳
の
授
業

を
振
り
返
る
時
間
を
設
定
し
て
、
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る

授
業
と
そ
の
理
由
を
聞
く
よ
う
に
す
る
。
そ
こ
で
書
か
れ
た

も
の
が
そ
の
子
の
心
に
一
番
響
い
た
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
を

基
に
先
生
方
の
記
録
ノ
ー
ト
、
こ
れ
は
座
席
表
に
メ
モ
し
て

お
く
な
ど
で
も
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
具
体
的
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
く
。
そ
う
す

る
と
多
様
な
記
述
が
で
き
る
し
、
先
生
方
も
評
価
し
や
す
く

な
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
も
自
分
の
心
に
響
い
た
と
こ
ろ
を

先
生
が
書
い
て
く
れ
て
い
る
と「
ち
ゃ
ん
と
見
て
く
れ
て
い

る
な
」と
な
り
ま
す
。
自
分
の
よ
さ
を
見
つ
け
る
の
は
難
し

い
こ
と
で
す
。人
の
よ
く
な
い
と
こ
ろ
は
気
に
な
り
ま
す
が
、

素
直
に
そ
の
子
の
よ
さ
を
認
め
る
・
探
す
の
も
難
し
い
で
す

ね
。
道
徳
の
授
業
は
自
分
の
よ
さ
を
見
つ
け
伸
ば
す
よ
う
に

す
る
た
め
の
学
習
を
す
る
時
間
だ
と
子
ど
も
た
ち
に
意
識
さ

せ
る
。
そ
し
て
、
よ
い
と
こ
ろ
を
伸
ば
す
に
は
ど
う
い
う
指

導
を
す
れ
ば
よ
い
か
を
先
生
方
が
考
え
て
学
ん
で
い
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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　 関すること

Ｄ 主として生命や自然，
　 崇高なものとの
　 関わりに関すること

［自主，自律，自由と責任］
［節度，節制］
［向上心，個性の伸長］
［希望と勇気，克己と強い意志］
［真理の探究，創造］

［思いやり，感謝］
［礼儀］
［友情，信頼］
［相互理解，寛容］

［遵法精神，公徳心］
［公正，公平，社会正義］
［社会参画，公共の精神］
［勤労］
［家族愛，家庭生活の充実］
［よりよい学校生活，集団生活
の充実］
［郷土の伝統と文化の尊重，郷
土を愛する態度］
［我が国の伝統と文化の尊重，
国を愛する態度］
［国際理解，国際貢献］

［生命の尊さ］
［自然愛護］
［感動，畏敬の念］
［よりよく生きる喜び］

図は「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（中央教育審議会第197号）の「別
添16-2」をもとに，新学社編集部において作成。

目標　

（ ）

第1章総則の第1の2の（2）に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤となる道徳性
を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を広い視野から多面的・多角的
に考え，人間としての生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲
と態度を育てる。

中学校における道徳教育と資質・能力（イメージ）
道徳科の学習活動を支える要素

道徳科

各教科等

道徳性を養うために行う道徳科における学習
道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を広
い視野から多面的・多角的に考え，人間としての生き方につい
ての考えを深める学習

道徳的
価値の理解 を基に 人間としての生き方に

ついての考え（思考）

自己を
見つめる

多面的・多角的
に考える

学習を
通して

道徳教育・道徳科で育てることを目指す
資質・能力

道徳性
道徳的な判断力，

心情，
実践意欲と態度

基盤と
なる

各教科等で育成する資質・能力
「学びに向かう力，人間性等」各教科等の目標に基づく固有の指導

自立した人間
として他者と
共によりよく
生きる実践
（行為・表現
など）

（ ）表は新「学習指導要領」（文部科学省告示）をもとに新学社編集部において作成。

❶ 

学
習
内
容
に
つ
い
て

　
内
容
項
目
は
、
生
徒
が
道
徳
性
を
発
展
さ
せ

る
関
わ
り
を

Ａ 

主
と
し
て
自
分
自
身

Ｂ 

主
と
し
て
人
と
の
関
わ
り

Ｃ 

主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
関
わ
り

Ｄ 

主
と
し
て
生
命
や
自
然
、
崇
高
な
も
の
と
の

関
わ
り

と
お
さ
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
わ
り
を
豊
か
に

す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
全
22
の
内
容
項
目

に
整
理
し
て
示
し
て
い
ま
す
。

❷ 

学
習
の
仕
方
に
つ
い
て

　
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
生
徒
が
多
様
な
感
じ

方
や
考
え
方
に
接
す
る
中
で
、
考
え
を
深
め
、

判
断
し
、
表
現
す
る
力
な
ど
を
育
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
自
分
の
考
え
を
基
に
討
論
し
た
り

書
い
た
り
す
る
な
ど
の
言
語
活
動
を
充
実
す
る

こ
と
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る「
考
え
、

議
論
す
る
道
徳
」を
目
指
し
て
い
ま
す
。

❸ 

評
価
に
つ
い
て

　「
生
徒
の
学
習
状
況
や
道
徳
性
に
係
る
成
長
の

様
子
を
継
続
的
に
把
握
し
、
指
導
に
生
か
す
よ

う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
数
値
な
ど

に
よ
る
評
価
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
内
容
項
目
ご
と
で
は
な
く
、
大
く
く

り
な
ま
と
ま
り
で
の
評
価
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

「
特
別
の
教
科 

道
徳
」

学
習
指
導
要
領
の
ポ
イ
ン
ト

特
別
の
教
科 

道
徳
の
目
標
と

育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力

内
容
項
目（
キ
ー
ワ
ー
ド
）の
整
理



小
学
校
英
語
の「
今
」

―
新
学
習
指
導
要
領
の
ポ
イ
ン
ト
と
移
行
期
間
に
つ
い
て
―

どう変わる？
道徳の教科化と小学校英語 

❷
　
2
0
2
0
年
度
の
小
学
校
新
学
習
指
導
要
領
全
面

実
施
に
よ
り
、
高
学
年
の
外
国
語
が
正
式
に
教
科
化

さ
れ
る
。
中
学
年
で
は
外
国
語
活
動
が
始
ま
り
、
日

本
の
英
語
教
育
の
大
き
な
節
目
と
な
る
。

　
今
年
、
２
０
１
８
年
度
春
か
ら
は
移
行
措
置
が
開

始
。
全
国
の
小
学
校
で
第
三
学
年
か
ら
外
国
語
教
育

が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
が
、
今
、
小
学
校
で
は
ど
ん

な
こ
と
を
学
び
、
ど
ん
な
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
学
校
の
外
国

語
教
育
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
今
回
の
特
集
で
は
、
小
学
校
に
お
け
る
外
国
語
教

育
、
と
り
わ
け
新
し
い
教
科
と
な
る
高
学
年
の
外
国

語
科
に
焦
点
を
当
て
、
新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
に

よ
っ
て
小
学
校
が
ど
う
変
わ
る
の
か
、
ま
た
、
移
行

期
の
２
年
間
に
ど
ん
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か

を
解
説
す
る
。
さ
ら
に
、
渡わ

た

邉な
べ

浩ひ
ろ

章あ
き

先
生（
千
葉
県
佐

倉
市
立
南
志
津
小
学
校
）の
授
業
実
践
例
を
紹
介
す

る
。
最
後
に
、
阿あ

野の

幸こ
う

一い
ち

先
生（
文
教
大
学
）か
ら
の
、

小
学
校
英
語
を
中
学
英
語
へ
つ
な
ぐ
ヒ
ン
ト
を
お
届

け
す
る
。

小
学
校
外
国
語
活
動
・

外
国
語
科
の
概
要

学
習
指
導
要
領
改
訂
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

●
時
数
に
つ
い
て

　
中
学
年・外
国
語
活
動
で
週
１
コ
マ
、
年
間
35
単
位
時
間
。

高
学
年
・
外
国
語
科
で
週
２
コ
マ
、
年
間
70
単
位
時
間
。

●
領
域
に
つ
い
て

　
中
学
年
で
は「
聞
く
こ
と
」「
話
す
こ
と﹇
や
り
取
り
﹈」「
話

す
こ
と﹇
発
表
﹈」の
３
領
域
。
高
学
年
か
ら「
読
む
こ
と
」

「
書
く
こ
と
」が
加
わ
り
、
５
領
域
に
。

●
文
及
び
文
構
造
に
つ
い
て

　
小
学
校
で
は
、「
単
文
」「
肯
定
、
否
定
の
平
叙
文
」「
肯
定
、

否
定
の
命
令
文
」「
疑
問
文
の
う
ち
、be

動
詞
で
始
ま
る

も
の
や
助
動
詞（can  do

な
ど
）で
始
ま
る
も
の
、
疑
問

詞（w
ho　

w
hat　

 w
hen　

w
here　

 w
hy　

how

）
で

始
ま
る
も
の
」「
代
名
詞
の
う
ち
、I　

you　

he　

she

な

ど
の
基
本
的
な
も
の
を
含
む
も
の
」「
動
名
詞
や
過
去
形

の
う
ち
、活
用
頻
度
の
高
い
基
本
的
な
も
の
を
含
む
も
の
」

を
扱
う
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。

　
文
構
造
と
し
て
は
、「
主
語
＋
動
詞
」「[
主
語
＋
動
詞
＋

補
語]

の
う
ち
、
主
語
＋be

動
詞
＋｛
名
詞 
代
名
詞 

形
容

詞
｝」「﹇
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
﹈の
う
ち
、
主
語
＋
動
詞

＋｛
名
詞 

代
名
詞
｝」を
扱
う
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。

●
語
数
に
つ
い
て

　
６
０
０
〜
７
０
０
語
程
度
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

29（2017）年度 30（2018）年度 31（2019）年度 2020年度 2021年度 2022年度

※平成29年度中に
必要な教材を配布

※平成30年度中に
必要な教材を配布 ※年次進行で実施

平成17年度生まれ～ 小6（35） 中1 中2 中3 高1 高2

平成18年度生まれ～ 小5（35） 小6（50） 中1 中2 中3 高1

平成19年度生まれ～ 小4 小5（50） 小6（50） 中1 中2 中3

平成20年度生まれ～ 小3 小4（15） 小5（50） 小6（70） 中1 中2

平成21年度生まれ～ 小2 小3（15） 小4（15） 小5（70） 小6（70） 中1

平成22年度生まれ～ 小1 小2 小3（15） 小4（35） 小5（70） 小6（70）

平成23年度生まれ～ 年長 小1 小2 小3（35） 小4（35） 小5（70）
■…外国語活動移行措置　■…外国語科移行措置　■…中学校移行措置 ※中学校の時数は現行と同様、年間140単位時間程度。

※生まれ年度はイメージとして示している。

小学校全面実施
中学校全面実施

高等学校

（ ）　上の表は文部科学省「外国語教育における新学習指導要領の円滑な実施に向けた移行措置（案）」をもとに新学社編集部において作成。

（　）の数字は年間の外国語活動または外国語科の単位時間。

観
点
と
技
能
・
領
域

　
現
行
学
習
指
導
要
領
で
は
、
高
学
年
の
外
国
語
活
動
の
目

標
は
次
の
三
つ
を
念
頭
に
置
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
小
学
校
・
中
学
校
・

高
等
学
校
の
す
べ
て
の
教
科
に
お
い
て
、
育
成
を
目
指
す
資

質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
で
あ
る「
知
識
及
び
技
能
」「
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
」「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」の

視
点
で
目
標
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
評
価
の
観
点
に
つ
い
て

も
こ
の
三
つ
の
柱
が
基
軸
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
中
学
校
外
国
語
と
同
じ
く
、
小
学
校
の
外
国
語
活

動・外
国
語
科
で
も
技
能
と
領
域
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

「
話
す
こ
と
」が﹇
や
り
取
り
﹈と﹇
発
表
﹈に
分
け
ら
れ
、
五

つ
の
領
域
に
分
け
て
目
標
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
中
学
年
の
外
国
語
活
動
で
は「
聞
く
こ
と
」「
話
す
こ
と﹇
や

り
取
り
﹈」「
話
す
こ
と﹇
発
表
﹈」の
3
領
域
を
、
高
学
年
の

外
国
語
科
で
は
こ
れ
に「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」を
加
え

た
5
領
域
を
扱
う
。
下
の
表
の
通
り
、
教
科
化
す
る
高
学
年

外
国
語
は
目
標
の
ほ
と
ん
ど
が「
で
き
る
よ
う
に
す
る
」と

い
う
文
末
で
終
わ
っ
て
お
り
、
教
科
と
し
て「
定
着
」さ
せ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
た
だ
し
、小
学
校
外
国
語
は
あ
く
ま
で
音
声
中
心
で
あ
り
、

「
読
む
こ
と
」や「
書
く
こ
と
」で
扱
う
の
は「
音
声
で
十
分
に

慣
れ
親
し
ん
だ
簡
単
な
語
句
や
基
本
的
な
表
現
」で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

❶ 

言
語
や
文
化
に
関
す
る
体
験
的
な
理
解

❷ 

積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と

　 

す
る
態
度

❸ 

外
国
語
へ
の
慣
れ
親
し
み

小学校中学年・外国語活動 小学校高学年・外国語 中学校・外国語

聞
く
こ
と

ア ゆっくりはっきりと話された際に，自分のことや身の
回りの物を表す簡単な語句を聞き取るようにする。

イ ゆっくりはっきりと話された際に，身近で簡単な事柄
に関する基本的な表現の意味が分かるようにする。

ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に，どの文
字であるかが分かるようにする。

ア ゆっくりはっきりと話されれば，自分のことや身近
で簡単な事柄について，簡単な語句や基本的な表
現を聞き取ることができるようにする。

イ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する
身近で簡単な事柄について，具体的な情報を聞き
取ることができるようにする。

ウ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する
身近で簡単な事柄について，短い話の概要を捉え
ることができるようにする。

ア はっきりと話されれば，日常的な話題について，必
要な情報を聞き取ることができるようにする。

イ はっきりと話されれば，日常的な話題について，話
の概要を捉えることができるようにする。

ウ はっきりと話されれば，社会的な話題について，短
い説明の要点を捉えることができるようにする。

読
む
こ
と

ア 活字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音
することができるようにする。

イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な
表現の意味が分かるようにする。

ア 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれた
ものから必要な情報を読み取ることができるように
する。

イ 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれた
短い文章の概要を捉えることができるようにする。

ウ 社会的な話題について，簡単な語句や文で書かれた
短い文章の要点を捉えることができるようにする。

﹇
や
り
取
り
﹈

話
す
こ
と

ア 基本的な表現を用いて挨拶，感謝，簡単な指示をし
たり，それらに応じたりするようにする。

イ 自分のことや身の回りの物について，動作を交えな
がら，自分の考えや気持ちなどを，簡単な語句や基
本的な表現を用いて伝え合うようにする。

ウ サポートを受けて，自分や相手のこと及び身の回り
の物に関する事柄について，簡単な語句や基本的な
表現を用いて質問をしたり質問に答えたりするよう
にする。

ア 基本的な表現を用いて指示，依頼をしたり，それら
に応じたりすることができるようにする。

イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，自分
の考えや気持ちなどを，簡単な語句や基本的な表
現を用いて伝え合うことができるようにする。

ウ 自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄に
ついて，簡単な語句や基本的な表現を用いてその
場で質問をしたり質問に答えたりして，伝え合うこ
とができるようにする。

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて
即興で伝え合うことができるようにする。

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ち
などを整理し，簡単な語句や文を用いて伝えたり，
相手からの質問に答えたりすることができるように
する。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについ
て，考えたことや感じたこと，その理由などを，簡単
な語句や文を用いて述べ合うことができるようにする。

﹇
発
表
﹈

話
す
こ
と

ア 身の回りの物について，人前で実物などを見せなが
ら，簡単な語句や基本的な表現を用いて話すように
する。

イ 自分のことについて，人前で実物などを見せながら，
簡単な語句や基本的な表現を用いて話すようにする。

ウ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，人前
で実物などを見せながら，自分の考えや気持ちなど
を，簡単な語句や基本的な表現を用いて話すように
する。

ア 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，簡単
な語句や基本的な表現を用いて話すことができる
ようにする。

イ 自分のことについて，伝えようとする内容を整理し
た上で，簡単な語句や基本的な表現を用いて話す
ことができるようにする。

ウ 身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整
理した上で，自分の考えや気持ちなどを，簡単な語句
や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて
即興で話すことができるようにする。

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ち
などを整理し，簡単な語句や文を用いてまとまりの
ある内容を話すことができるようにする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことにつ
いて，考えたことや感じたこと，その理由などを，簡
単な語句や文を用いて話すことができるようにする。

書
く
こ
と

ア 大文字，小文字を活字体で書くことができるように
する。また，語順を意識しながら音声で十分に慣れ
親しんだ簡単な語句や基本的な表現を書き写すこ
とができるようにする。

イ 自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参
考に，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基
本的な表現を用いて書くことができるようにする。

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて
正確に書くことができるようにする。

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ち
などを整理し，簡単な語句や文を用いてまとまりの
ある文章を書くことができるようにする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことにつ
いて，考えたことや感じたこと，その理由などを，簡
単な語句や文を用いて書くことができるようにする。

5つの領域別の目標

（ ）　上の表は新「学習指導要領」（文部科学省告示）をもとに新学社編集部において作成。下線等は編集部にて加筆。



小
学
校 

ど
う
変
わ
る
？

　
小
学
校
外
国
語
の
教
科
化
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
ん
な

こ
と
が
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
を
三
つ
紹
介
す
る
。

　
文
部
科
学
省
か
ら
高
学
年
向
け
に
配
布
さ
れ
て
い
た

Hi, friends! 

で
は
、
お
よ
そ
４
０
０
語
が
扱
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は
小
学
校
で
外
国
語

を
学
習
す
る
4
年
間
の
う
ち
に
、
お
よ
そ
６
０
０
〜
７
０
０

語
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
６
０
０

〜
７
０
０
語
と
い
う
数
字
は「
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
こ

と
を
通
し
て
意
味
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
べ
き
語

彙（
受
容
語
彙
）」と
、「
話
し
た
り
書
い
た
り
し
て
表
現
で

き
る
よ
う
に
指
導
す
べ
き
語
彙（
発
信
語
彙
）」を
合
わ
せ
た

数
字
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
６
０
０
〜

７
０
０
語
の
す
べ
て
を
、
読
め
て
、
書
け
て
、
意
味
が
わ
か

る
よ
う
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
具
体
的
に

ど
の
語
が
受
容
語
彙
で
、
ど
の
語
が
発
信
語
彙
か
、
と
い
う

区
別
も
は
っ
き
り
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
中
学
校
に
な
る
と
、
小
学
校
で
扱
っ
て
き
た
６
０
０
〜

７
０
０
語
に
上
乗
せ
し
て
、
さ
ら
に
１
６
０
０
〜
１
８
０
０

語
を
取
り
扱
う
。
合
わ
せ
て
お
よ
そ

２
５
０
０
語
と
い
う
数
字
は
、
現
在
の

高
等
学
校
ま
で
で
取
り
扱
っ
て
い
る
語

彙
の
数
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
ま
ず
、
小
学
校
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
・
小
文
字

を
す
べ
て
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
現
在
、

多
く
の
中
学
校
で
第
一
学
年
の
初
め
に
行
わ
れ
る
文
字
指
導

に
影
響
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
ア
・
イ
い
ず
れ
の
目
標
に
お
い
て
も
、
単
語
の
綴
り
を
暗
記

す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
注
意
し
た
い
。

　「
書
く
こ
と
」の
指
導
に
際
し
、
小
学
校
で
は
四
線
の
幅
や

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
筆
順（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
は
明
確
な
筆
順
が
存
在
し
な
い
の
で
、
一

般
的
な
書
き
方
の
例
）に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
中
学
校
で
の

文
字
学
習
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　
な
お
、
小
学
校
中
学
年
の
国
語
科
で
は
、

ロ
ー
マ
字
が
引
き
続
き
取
り
扱
わ
れ
る
。
学

習
指
導
要
領
改
訂
後
も
、
国
語
科
で
は
訓
令

式
ロ
ー
マ
字
を
中
心
に
学
習
す
る
。

　
目
標
を
よ
く
見
る
と
、
ア
と
イ
で「
読
む
」と
い
う
言
葉

の
意
味
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。ア
で
は
文
字
を「
読

み
上
げ
る
」こ
と
、
イ
で
は
意
味
を「
読
み
取
る
」こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ア
に
あ
る「
読
み
方
」と
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

の
名
前
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
の
目
標
に
つ

い
て
、
解
説
で
は
、
文
字
の
音
の
読
み
方
も
意
味
を
推
測
す

る
手
掛
か
り
と
な
る
と
し
て
、
文
字
の
音
に
つ
い
て
も
指
導

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
発
音
と
綴
り
を
関
係
づ

け
る（
い
わ
ゆ
る「
フ
ォ
ニ
ッ
ク
ス
」）指
導
ま
で
は
、
小
学

校
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

❶ 

扱
う
語
彙
の
数

❷ 

文
字
学
習（
書
く
こ
と
・
読
む
こ
と
）

●
書
く
こ
と

●
読
む
こ
と

ア
　
　
大
文
字
、
小
文
字
を
活
字
体
で
書
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
音
声
で
十
分
に

慣
れ
親
し
ん
だ
簡
単
な
語
句
や
基
本
的
な
表
現

を
書
き
写
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

イ
　
　
自
分
の
こ
と
や
身
近
で
簡
単
な
事
柄
に
つ
い

て
、
例
文
を
参
考
に
、
音
声
で
十
分
に
慣
れ
親

し
ん
だ
簡
単
な
語
句
や
基
本
的
な
表
現
を
用
い

て
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

ア
　
　
活
字
体
で
書
か
れ
た
文
字
を
識
別
し
、
そ
の
読

み
方
を
発
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

イ
　
　
音
声
で
十
分
に
慣
れ
親
し
ん
だ
簡
単
な
語
句
や

基
本
的
な
表
現
の
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
す
る
。

書
く
こ
と
　
目
標

読
む
こ
と
　
目
標

（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
　
外
国
語
よ
り
）

（
傍
線
等
は
新
学
社
編
集
部
に
て
加
筆
。）

（
傍
線
等
は
新
学
社
編
集
部
に
て
加
筆
。）

（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
　
外
国
語
よ
り
）

まん中が
広い

▲移行期の小学校で使われている4線と書体の例

小
学
校
外
国
語
で
大
切
に
し
た
い
こ
と

小学校→中学校へのつながり

　
こ
こ
ま
で
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
小
学
校
が

ど
う
変
わ
る
か
を
見
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
小
学
校
外
国

語
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
通
し
て

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
に
つ
い
て
は「
学

び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
」の
目
標
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

中
学
年
外
国
語
活
動
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対

象
は「
相
手（
＝
目
の
前
の
人
）」だ
が
、
高
学
年
外
国
語
科
で

は「
他
者（
書
い
た
も
の
は
目
の
前
の
人
以
外
に
も
触
れ
る
の

で
、
目
の
前
の
人
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
）」に
な
り
、
中
学
校
に

な
る
と「
聞
き
手
、
読
み
手
、
話
し
手
、
書
き
手
」と
具
体
化

さ
れ
る
。
段
階
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
が
変
化

す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、W

e Can! 

で
は
、
即
興
性
の
あ
る
や
り
取
り

を
行
う
言
語
活
動
と
し
て「
ス
モ
ー
ル
・
ト
ー
ク
」が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
既
習
表
現
を
繰
り
返
し
使
っ
て
定
着
を
図
る
と

と
も
に
、１
〜
２
分
程
度
の
会
話
を
続
け
る
た
め
の
表
現（
相

づ
ち
、繰
り
返
し
な
ど
）を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　
単
調
な
練
習
で
は
な
く
、
英
語
で
伝
え
合
う
必
然
性
の
あ

る
言
語
活
動
を
通
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
素

地
・
基
礎
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
小
学
校
外
国
語
活
動
か
ら
中
学
校
外
国
語
科
ま
で
の
目
標

を
並
べ
て
示
し
た
。
傍
線
部
分
以
外
は
全
く
同
じ
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
７
年
間
を
通
し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
資
質
・
能
力
を
育
て
る
こ
と

が
外
国
語
全
体
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
。

　「
代
名
詞
の
う
ち
、I you he she

な
ど
の
基
本
的
な
も
の

を
含
む
も
の
」「
動
名
詞
や
過
去
形
の
う
ち
、
活
用
頻
度
の
高

い
基
本
的
な
も
の
を
含
む
も
の
」な
ど
が
新
た
に
加
わ
る
。

　
注
意
し
た
い
の
は
代
名
詞
のhe

とshe

で
、
小
学
校
段

階
で
の
児
童
の
発
達
を
考
慮
し
、
複
雑
な
文
に
な
る
こ
と
を

避
け
る
よ
う
に
と
あ
る
。
文
部
科
学
省
が
作
成
し
た
新
学
習

指
導
要
領
対
応 

小
学
校
外
国
語
教
材W

e Can!（
以
下W

e 
Can!

）で
は
、
助
動
詞can

を
用
い
る
こ
と
で
三
人
称
単
数

現
在
形
の-s

が
出
現
し
な
い
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
小
学
校
で
は
明
示
的
な
文
法
・
語
順
の
指
導
は
行

わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
過
去
形
な
ら「go

の
過
去
形
はw

ent

」

と
い
う
覚
え
方
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

❶ 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

❸ 

文
・
文
構
造

第
１
　
目
標

　
　
　
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け

る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
外
国
語
に
よ
る
聞

く
こ
と
、
話
す
こ
と
の
言
語
活
動
を
通
し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
素
地
と
な
る
資
質
・

能
力
を（
中
略
）育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

第
１
　
目
標

　
　
　
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け

る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
外
国
語
に
よ
る
聞

く
こ
と
、
読
む
こ
と
、
話
す
こ
と
、
書
く
こ
と
の

言
語
活
動
を
通
し
て
、
簡
単
な
情
報
や
考
え
な

ど
を
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り
伝
え
合
っ
た
り

す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
資
質
・
能
力

を（
中
略
）育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

第
１
　
目
標

　
　
　
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け

る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
外
国
語
に
よ
る
聞

く
こ
と
、
読
む
こ
と
、
話
す
こ
と
、
書
く
こ
と
の

言
語
活
動
を
通
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
る
基
礎
と
な
る
資
質
・
能
力
を（
中
略
）育
成

す
る
こ
と
を
目
指
す
。

小
学
校
　
外
国
語
活
動

中
学
校
　
外
国
語

小
学
校
　
外
国
語

（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
よ
り
）

（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
よ
り
）

（
傍
線
等
は
新
学
社
編
集
部
に
て
加
筆
。）

（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
よ
り
）

小学校中学年
「聞く」「話す」
2技能3領域

中学校
「聞く」「読む」
「話す」「書く」

4技能5領域を総合的に扱う

600～ 700語＋
1600～ 1800語
＝およそ2500語

左記＋現在完了進行形，
仮定法など

しっかり使って
定着まで求める

600～ 700語

3人称主語 he／ she
不定詞 want to

動名詞，過去形などに触れる

小学校高学年
「聞く」「話す」
＋「読む」「書く」
4技能5領域



　
文
部
科
学
省
が
２
０
１
７
年
に
作
成
し
た「
小
学
校
外
国

語
活
動
・
外
国
語
　
研
修
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」で
は
、
国
語
、

社
会
、
家
庭
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

教
科
と
連
携
し
た
指
導
内
容
の
例
が
あ
る
。
先
に
触
れ
た
国

語
の
ロ
ー
マ
字
で
も
、
訓
令
式
ロ
ー
マ
字
で
子
音
と
母
音
の

概
念
を
学
ぶ
こ
と
で
英
語
の
音
声
指
導
に
役
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
学
級
担
任
制
で
、
全
て
の
教
科
を
担
任
が
教
え
て
い
る
小

学
校
な
ら
で
は
の
豊
か
な
実
践
例
が
あ
る
の
で
、
近
隣
の
小

学
校
に
取
り
組
み
を
聞
い
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

❷ 

他
教
科
と
の
結
び
つ
き

移
行
期
間
の
様
子

　
２
０
１
８
年
度
よ
り
、
小
学
校
で
は
移
行
期
間
が
始
ま
っ

て
い
る
。
２
０
１
９
年
度
ま
で
の
２
年
間
は
、
新
学
習
指
導

要
領
に
沿
っ
た
指
導
内
容
と
授
業
時
数
を
確
保
す
る「
先
行

実
施
」か
、
現
行
学
習
指
導
要
領
で
規
定
さ
れ
て
い
る
時
数

に
年
間
15
時
間
を
追
加
し
て
移
行
措
置
内
容
を
取
り
扱
う

「
移
行
措
置
」の
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
指
導
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
各
自
治
体
の
教
育
委
員
会
が
指
針
を
決
め
て「
先

行
実
施
」「
移
行
措
置
」の
い
ず
れ
に
す
る
か
を
決
め
て
い
る

地
域
も
あ
れ
ば
、
学
校
単
位
で
対
応
を
考
え
て
い
る
地
域
も

あ
る
。

　
移
行
期
間
中
に
使
用
す
る
教
材
に
つ
い
て
は
、
文
部
科

学
省
か
ら
、
中
学
年
に
は
、
新
学
習
指
導
要
領
対
応 

小
学

校
外
国
語
活
動Let's Try! 

が
、
高
学
年
に
はW

e Can! 

が
配
布
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
小
学
校
で
、
こ
れ
ら
を
用

い
て
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
高
学
年
向
け
のW

e 
Can! 

は
、
冊
子
の
後
半
にHi, friends! 

が
収
録
さ
れ
て

い
る
た
め
、W

e Can! 

とHi, friends! 

を
併
用
し
て
い

る
小
学
校
も
多
い
。
こ
れ
も
、
自
治
体
が
文
部
科
学
省
の
教

材
を
使
用
し
た
年
間
指
導
計
画
を
作
成
し
て
い
る
地
域
も
あ

れ
ば
、
各
小
学
校
で
独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
も
と
に
指
導

を
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
近
隣
の
小
学
校
の
状
況

を
よ
く
把
握
し
て
お
き
た
い
。

　
移
行
期
間
中
、
小
学
校
外
国
語
活
動
お
よ
び
小
学
校
外
国

語
科
は
、
現
行
の
時
数
に
15
時
間
を
加
え
た
時
間
数
を
確
保

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
高
学
年
は
年
間
50
時
間
、
中
学

年
は
15
時
間
と
な
る
。（
p.8 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
参
照
）

　
こ
の
15
時
間
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
短
時
間
学
習
を
取
り

入
れ
た
り
、
夏
休
み
を
短
縮
し
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
移
行
期
間
の
２
年
間
に
限
っ
て
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
時
数
を
外
国
語
活
動
あ
る
い
は
外

国
語
科
の
時
間
に
振
り
替
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
実
際
、
こ
の
移
行
期
間
中
に
全
国
の
小
学
校
が
実
施
し
て

い
る
外
国
語
活
動
お
よ
び
外
国
語
科
の
授
業
時
数
の
調
査
結

果
を
、
文
部
科
学
省
が
公
表
し
て
い
る（
下
図
）。
そ
れ
に

よ
る
と
、
先
行
実
施
と
し
て
新
学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
た

時
間
数（
高
学
年
が
70
時
間
、
中
学
年
が
35
時
間
）を
確
保

し
た
小
学
校
は
、
い
ず
れ
の
学
年
に
お
い
て
も
約
３
割
と

な
っ
た
。
な
お
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
15
時
間
減
じ
て

い
る
小
学
校
も
同
じ
く
す
べ
て
の
学
年
で
３
割
程
度
と
な
っ

て
い
る
。

　
学
習
内
容
、
授
業
時
数
と
も
に
、
こ
の
２
年
間
は
小
学
校

間
の
違
い
が
は
っ
き
り
と
出
る
可
能
性
が
高
い
。
校
区
の
小

学
校
と
の
連
携
を
早
め
に
始
め
て
お
き
た
い
。

第3学年 35％の小学校が35時間
（全面実施同様）以上を実施

54％の小学校が15時間
（移行措置分）のみを実施

36～ 35 26～34 16～25 15（単位時間）

H30

3％（497校）

32％（6,117校）

1％（182校） 10％（2,009校）

54％（10,520校）

第5学年 29％の小学校が70時間
（全面実施同様）以上を実施

63％の小学校が50時間
（移行措置分）のみを実施

71～ 70 61～69 51～60 50（単位時間） 71～ 70 61～69 51～60 50（単位時間）

H30

1％（282校）

28％（5,369校）

1％（106校） 7％（1,338校）

63％（12,238校）

第4学年 35％の小学校が35時間
（全面実施同様）以上を実施

54％の小学校が15時間
（移行措置分）のみを実施

36～ 35 26～34 16～25 15（単位時間）

H30 32％（6,166校） 54％（10,482校）

3％（500校） 1％（202校） 11％（2,029校）

第6学年 29％の小学校が70時間
（全面実施同様）以上を実施

63％の小学校が50時間
（移行措置分）のみを実施

H30 28％（5,341校） 63％（12,235校）

1％（281校） 1％（107校） 7％（1,354校）

※数値については、四捨五入となるため、合計が必ずしも100％と一致しない。
全公立小学校19,333校を対象に調査実施（平成30年5月現在）（ ）文部科学省「移行期間中の授業時数調査の結果について」をもとに

新学社編集部において作成。

児
童
の
反
応
や
変
化

　
次
第
に
、英
語
の
授
業
が
好
き
な
児
童
が
増
え
て
い
ま
す
。

各
時
間
の
目
標
を
意
識
し
、
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
て
ク
ラ
ス
メ

イ
ト
と
協
力
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
に
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
各
単
元
の
最
後
に
は
一
人
ひ

と
り
が
み
ん
な
の
前
で
英
語
で
発
表
す
る
こ
と
が
あ
た
り
前

に
な
っ
て
い
て
、
自
信
を
持
っ
て
話
を
し
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト

の
発
表
も
よ
く
聞
い
て
い
ま
す
。

　
千
葉
県
佐
倉
市
立
南
志
津
小
学
校
の
渡わ

た

邉な
べ

浩ひ
ろ

章あ
き

先
生
に
、

W
e Can! 

を
使
っ
た
授
業
の
一
例
を
ご
紹
介
い
た
だ
い

た
。
渡
邉
先
生
は
小
学
５
年
生
の
担
任
。
南
志
津
小
は
年
50

単
位
時
間
で
の
移
行
措
置
対
応
校
で
あ
る
。

み
ん
な
の
前
で
発
表
す
る

の
が
あ
た
り
前
の
授
業
へ

授
業
づ
く
り
・
授
業
改
善

授
業
を
活
性
化
す
る
た
め
の
視
点

　
英
語
に
限
ら
ず
、
授
業
づ
く
り
で
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と

は
、「
目
標
」と「
内
容
」と「
評
価
」の
三
位
一
体
化
を
図
っ

て
授
業
計
画
を
立
て
る
こ
と
で
す
。
授
業
改
善
も
、
学
習
評

価
・
授
業
評
価
を
、
次
の
指
導
に
絶
え
ず
生
か
す
こ
と
で
実

現
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
一
番
大
切
な
の
が
、
児
童
と
教
師

が
到
達
目
標
を
共
有
し
て
お
く
こ
と
。
児
童
の
意
見
を
取
り

入
れ
、
児
童
が
主
体
的
に
活
動
す
る
時
間
と
な
る
よ
う
努
力

し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
国
際
理
解
教
育
の
一
環
と
し
て
の
外
国
語
活
動
、

つ
ま
り
、
共
生
や
自
己
確
立
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

の
育
成
が
根
底
に
あ
り
ま
す
。
異
文
化
に
触
れ
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
、
気
持
ち
や
考
え
を
率
直

に
伝
え
合
う
時
間
と
し
、
そ
の
中
で
英
語
を
使
う
リ
ア
リ

テ
ィ
の
追
求
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
に
有
用

な
表
現
、
言
葉
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

小
学
校
で
の
授
業
実
践
例

渡邉先生作成の学習指導案とポイント

渡
邉
先
生
か
ら
、

中
学
校
の
先
生
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ



小学校英語COLUMN

これからの
中学英語
-小学校英語とのつながりを考える-

NEW HORIZON（東京書籍）の
著者である，あの

4 4

阿野幸一先生に，
小学校英語と中学英語をつなぐた
めのヒントを聞いてみました！

阿
あ

野
の

 幸
こう

一
いち

（文教大学）
文教大学国際学部国際理解学科学科長。早稲田大学大
学院教育学研究科英語教育専攻修了。専門は英語教育
（主に小学校・中学校・高等学校での指導方法），応用
言語学。埼玉県立高等学校・中学校，茨城大学を経て，
現職。大学では英語教員養成を中心に担当。
著書は，文部科学省検定教科書『NEW HORIZON 
English Course1・2・3』（共著・東京書籍），『NHK
基礎英語 使いこなし 中学英文法』（NHK出版）など
多数。NHK Eテレ「NHK高校講座　コミュニケーショ
ン英語Ⅰ」（2017年度～）講師。

来年度の中学1年生（現在の小学6年
生）は，4月の導入で，どのようなこ
とに気をつければよいでしょうか？

小学校で，canやwant to，過去形
などにも触れていますが，中学では，
1年の最後や2年で学習するので，間
が空いて忘れてしまいそうです。何
か効果的なふり返りのアイデアはあ
りますか？

　現在の小学6年生の児童は，外国語（英語）
の教科化を踏まえた移行期として学習してい

ます。教材も We Can! 2やHi, friends! 2を使って，
年間で50時間から70時間程度の授業を受けてきま
す。またこの児童は，小学5年生のときにも週1時間
程度の外国語活動を受けていますので，これまでの
中学1年生よりも多くの量の英語に触れてきている
ことになります。しかし，明示的な文法指導を受け
ているわけではないですし，書くことについても「書
き写す」というレベルの活動と考えていいでしょう。
We Can! では場面の中で一つひとつの表現が紹介
され，なんとなく意味を理解してきています。中学
校でも，まずは場面を大切にしましょう。ポイント
は「場面別シラバス」で進む小学校での学びを受けた
うえで，系統的に学ぶ「文法シラバス」の中学校の教
科書の特徴を生かすこと。複数の文法事項（例えば
be動詞と一般動詞など）を対比して使うことで，意
味や使い方の違いを知り，音と文字と意味を結びつ
け，生徒が表現できるようになるために練習を行う
ことが重要です。

　助動詞のcanは，小学5年生で使用する 
We Can! 1で多く触れられるため，来年

度の中学1年生は，小学校でそれほど多くのcanを
使った文に触れているわけではありません。また，
want toや過去形も表現としては触れてはいますが，
小学校の段階では，適切な場面で自ら使えるように
なっているわけではありません。しかし，小学校で
の学びを生かさないのはもったいないですね。まず
は，小学校でどのような場面での使い方に触れてき
たか，過去形であればどのような動詞に触れてきた
かを知るために，We Can! 2の「指導編」で表現と
その使用場面を見てみることをお勧めします。これ
と似たような場面で導入をはかることで，小学校で
のインプットを中心とした学びを思い出す機会を設
け，自己表現（アウトプット）をできるようになるた
めの練習を重ねていくようにしましょう。

小学校英語COLUMN

連載企画

教材活用
講座

第4回

資料集の活用で
新しい学習指導要領への

対応を目指す

　この連載では，全国各地の中学校でお聞きした，補助教材を活用
しながら，生徒のみなさんの学力向上に向けて工夫されている取り
組みをご紹介していきます。
　第４回目となる今回は，国語・社会・理科の資料集の活用方法に
ついて，調査・取材をさせていただきました。
　特に，新しい学習指導要領で重視されている資質・能力の育成に
向けた学び方を，いかに授業に取り入れていくかについてまとめて
おります。教科ごとに，アンケートや調査の結果と，先生方が工夫
し，実践されている授業展開の例や効果的な資料集の活用方法など
をご紹介いたします。



　
２
０
２
１
年
度
完
全
実
施
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
国
語

科
に
お
い
て
は
、
言
語
活
動
を
通
し
た
言
語
能
力
の
育
成
が
ま

す
ま
す
重
視
さ
れ
、
語
彙
指
導
、
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
指

導
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
指
導
、
読
書
に
関
す
る
指

導
に
つ
い
て
の
改
善
と
充
実
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ
る
国
語
の
授
業
を
、
先

生
方
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
る
の
か
、
言
語
活
動
を
取
り
入

れ
た
授
業
づ
く
り
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
に
つ
い

て
、
今
回
は
特
に
、
資
料
集
を
活
用
し
た
実
践
例
を
中
心
に
、

公
開
さ
れ
て
い
る
調
査
結
果
や
弊
社
で
行
っ
た
学
校
調
査
の
結

果
と
と
も
に
ま
と
め
る
。

① 

国
語
の
資
料
集
の
活
用
場
面

活用場面TOP3

平成29年全国学力・学習状況調査学校質問　結果

※これらの次によく使われているの
は，「詩歌」と「戦争」でした。

　（2017年　弊社調査）

1．古典
2．言語事項
3．表現

１
．
古
典

３
．
表
現

２
．
言
語
事
項

● 

作
品
そ
の
も
の
へ
の
理
解
を
深

め
る
際
に
使
う
。（
東
京
）

● 

季
節
感
・
時
間
、
太
陽
暦
・
太
陰

暦
な
ど
、
古
典
の
世
界
の
基
礎

知
識
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
に

ま
と
ま
っ
た
記
載
が
な
い
た
め
、

資
料
集
で
補
う
。（
石
川
）

● 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
説
明
の
と
き
に
資
料
集
を
使
う
。（
愛
知
）

● 

教
科
書
に
現
代
語
訳
が
載
っ
て
い
な
い
古
文
に
つ
い
て

は
、
資
料
集
の
現
代
語
訳
を
活
用
す
る
。（
奈
良
）

● 

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
文
と
現
代
語
訳
を
見
比
べ
、
訳

し
方
の
違
い
を
考
え
さ
せ
て
い
る
。（
石
川
）

● 

古
典
全
般
で
使
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
平
家
物
語
」だ

と
、
鎧
の
説
明
を
す
る
と
き
な
ど
。（
三
重
）

● 

入
試
対
策
と
し
て
、資
料
集
の
古
文
を
読
ま
せ
る
。（
茨
城
）

● 「
原
稿
用
紙
の
使
い
方
」に
つ
い
て
、
特
に
１
年
生
の
と
き

は
、
資
料
集
を
見
せ
な
が
ら
、
資
料
集
記
載
の
ル
ー
ル
通

り
に
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
生
徒
が
安
心
し
て
書

け
る
の
で
、
指
導
が
し
や
す
い
。（
埼
玉
）

● 

鑑
賞
文
の
書
き
方
な
ど
を
指
導
す
る
際
に
使
っ
て
い
る
。

（
岡
山
）

● 

職
場
体
験
の
と
き
に「
手
紙
の
書
き
方
」の
ペ
ー
ジ
を
参

考
に
し
な
が
ら
書
か
せ
て
い
る
。（
山
形
）

● 

話
し
合
い
活
動
の
前
に
、
手
順
を
確
認
す
る
の
に
使
っ
て

い
る
。（
石
川
）

● 

言
語
の
単
元
は
、
資
料
集
を
テ
ス
ト
範
囲
に
入
れ
て
、
学

習
さ
せ
て
い
る
。（
三
重
）

● 

長
期
休
暇
の
課
題
と
し
て
、資
料
集
の
言
語
ペ
ー
ジ
を
出
す
。

（
山
形
）

● 

書
く
指
導
の
際
に
、
語
彙
を
補
充
す
る
た
め
に
言
語
の

ペ
ー
ジ
を
使
う
。（
栃
木
）

● 

入
試
対
策
と
し
て
、言
語
の
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
い
る
。（
大
阪
）

Ｑ．指導計画を，言語活動に重点をおいて
　　作成しているか

よくしている
25.2%

あまりしていない
8.9％

全くしていない
0.1％

どちらかといえばしている
65.8％

言語活動

書く力アップ

鑑賞文などの「文章の書き方」を資料
集でまず確認する。
書いたあとも，資料集の「原稿用紙の
書き方」「表現技法のまとめ」のペー
ジを参照し推敲の時間を取る。

俳句の創作

資料集の季語のページで使いたい季語
を選び，各自で俳句を創作する。俳句
の基礎知識や表現技法のまとめ，作り
方のページも参照するように指導す
る。

言語文化

詩歌の調べ学習

教科書に解説の載っていない短歌の，
作者・時代背景・歌の内容・表現技法
などについて，資料集を使ってグルー
プで調べ学習を行う。調べた内容はグ
ループごとに発表する。

「竹取物語」と「かぐや姫」の比較

「竹取物語」と「かぐや姫」について，
共通点と相違点を意識しながら比べ，
時代背景や古文の内容について，資料
集などを使って調べる。
各自で調べた内容をグループでまと
め，3～ 5分で発表する。

オリジナル「枕草子」作り

資料集に載っている「ものづくし」の
章段の例を読んで「ものづくし」を理
解し，各自でオリジナルの「ものづく
し」を創作する。
画用紙に清書し，イラストや写真を添
えて完成。

和歌の特徴を考える

「万葉集」「古今和歌集」「新古今和歌集」
の和歌について，それぞれにどういう
特徴があるかを考えて分類する。分類
ができたら，歌集ごとにどのような分
類の特徴がみられるかを検討し，資料
集に載っている三大和歌集の比較表と
見比べて理解を深める。

読書指導

本のポップ作り

資料集に載っている作品などから紹介
したい作品を一つ選び，ポップを作成
する。
資料集には，本の紹介に役立つ情報
（ポップの作り方，本の帯の作り方な
ど）が載っているので，それも参考に
する。

② 

資
料
集
を
使
っ
た
、
新
し
い
学
習
指
導

　 要
領
が
求
め
る
学
び
の
実
践
例

語彙指導

故事成語で4コマ漫画作り

資料集に載っている故事成語の中から
一つ選び，故事成語の意味が伝わるよ
うな起承転結のある4コマ漫画を考え
て書く。
完成したらグループで読み合って，感
想を交流する。

語彙力アップ

資料集に載っていることわざや故事成
語の中から座右の銘にしたい気に入っ
た言葉を一つ選び，短冊に記入。
一人ずつ理由とともに発表する。
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毎回
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週1以上
43.6%

採用している
82.2%

採用していない 17.8%

毎回
56.4%

週1以上
43.6%

　
2
0
2
1
年
度
完
全
実
施
の
新
し
い
指
導
要
領
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」や
、
育

成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
の
３
つ
の
柱
の
う
ち
の「
思
考
力
、

判
断
力
、
表
現
力
等
」に
関
連
し
て
、
社
会
科
で
は
、
資
料

を
活
用
す
る
能
力
が
さ
ら
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
学
習
の
過

程
で
、
課
題
を
見
出
し
た
り
、
考
え
を
深
め
た
り
す
る
た
め

の
論
拠
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に「
資
料
」の
必
要
性
が

高
ま
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
を
受
け
て
、
社
会
科
の
先
生
方
が
、
授
業
の
中
で
資

料
集
を
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
特
に「
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」に
向
け
た
取
り
組
み
を
中
心
に
、

公
開
さ
れ
て
い
る
調
査
結
果
や
弊
社
で
行
っ
た
学
校
調
査
の

結
果
を
ま
と
め
る
。

　
社
会
科
の
授
業
に
お
け
る「
図
や
表
の
読
み
取
り
」活
動

は
、
99
％
の
先
生
が
導
入
し
、
約
60
％
の
先
生
が
、
７
割
以

上
の
授
業
で
取
り
入
れ
て
い
る
。

　
社
会
科
以
外
も
含
め
た
学
校
全
体
で
の
取
り
組
み
と
し
て

は
、「
生
徒
ど
う
し
で
話
し
合
い
な
が
ら
進
め
て
い
く
」授

業
の
導
入
率
が
9
2.
9
％
、「
考
え
た
り
調
べ
た
り
し
た
こ

と
を
工
夫
し
て
発
表
す
る
」授
業
の
導
入
率
が
9
3.
6
％

と
な
っ
て
い
る（
2
0
1
7
年
）。

　
教
科
書
に
な
い
統
計
資
料
を
使
っ
て
比
較
さ
せ
る
た
め
に

使
う
と
の
声
が
あ
っ
た
。
諸
地
域
学
習
の
最
初
に
地
形
を
把

握
さ
せ
る
の
に
資
料
集
を
使
用
す
る
、
授
業
の
導
入
で
生
徒

の
興
味
を
ひ
き
や
す
い
資
料
や
写
真
を
提
示
し
て
い
る
と
い

う
声
も
。
資
料
集
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
作
業
要
素
を
使
っ

て
い
る
か
ど
う
か
は
、
意
見
が
二
分
。

　
口
頭
説
明
や
教
科
書
の
文
章
で
は
わ
か
り
に
く
い
内
容
の

図
解
や
、地
図
化
し
た
資
料
、年
表
な
ど
を
、授
業
中
の
解
説・

説
明
の
際
に
、理
解
促
進
の
た
め
の
補
助
資
料
と
し
て
使
用
。

教
科
書
の
年
表
だ
と
内
容
が
粗
い
の
で
、
資
料
集
の
年
表
で

　
近
年
授
業
へ
の
導
入
が
特
に
増
え
て
い
る「
図
や
表
の
読

み
取
り
」活
動
や「
話
し
合
い
」等
の
活
動
に
関
連
し
て
、
資

料
集
の
採
択
・
活
用
状
況
に
つ
い
て
、
独
自
に
学
校
調
査
を

実
施
し
た（
2
0
1
7
年
〜
2
0
1
8
年
）。
以
下
は
そ
の

結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

ワークシートの活用

自分の意見の発表

資料集は採用されていますか？

図や表の読み取り

グループでの話し合い

資料集はどのくらいの頻度で
使われていますか？
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社
会
科
の
授
業
に
取
り
入
れ
る
頻
度
が

高
ま
っ
て
い
る
学
習
活
動

資
料
集
の
採
択
・
活
用
状
況

地 

理
歴 

史
① 

社
会
科
で
の
資
料
集
の
採
用
率
と
使
用
頻
度

② 

資
料
集
を
よ
く
使
用
す
る
授
業
の
場
面

※合計が100％になるよう調整していない。
（「2017 中学校の学習指導に関する実態調査報告書」

 ベネッセ教育総合研究所）

※合計が100％になるよう調整していない。
（「2017 中学校の学習指導に関する実態調査報告書」

 ベネッセ教育総合研究所）

（2017～ 2018年，中学校社会科教員73名に調査）

● 

３
年
２
学
期
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
と
し
て
、
公
民
で

「
ア
ジ
ア
に
工
場
を
作
る
な
ら
ど
の
国
が
よ
い
か
」と
い
う

テ
ー
マ
で
授
業
を
で
き
な
い
か
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
。
何

の
工
場
に
す
る
か
に
よ
っ
て
も
判
断
が
異
な
っ
て
く
る
。

資
料
集
め
に
時
間
が
か
か
る
の
で
、
資
料
集
に
そ
の
よ
う

な
授
業
が
で
き
る
資
料
を
集
め
た
特
集
ペ
ー
ジ
や
、
授
業

に
使
え
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
あ
る
と
よ
い
。
東
書
の
教
科

書
の「
コ
ン
ビ
ニ
の
経
営
者
に
な
っ
て
み
よ
う
」は
、
と

て
も
よ
い
題
材
だ
と
思
う
の
で
、
そ
の
よ
う
な
題
材
が
あ

る
と
助
か
る
。
歴
史
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、地
理・

公
民
の
資
料
集
に
は
入
れ
て
ほ
し
い
。（
広
島
）

〈
実
践
に
消
極
的
な
先
生
方
の
ご
意
見
や
課
題
な
ど
〉

● 

全
く
考
え
て
い
な
い
。
知
識
が
な
い
と
、
何
も
始
ま
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。（
山
形
）

● 

個
々
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の
Ａ
Ｌ
な
の
で
、
社
会
科
が
苦

手
な
子
や
話
し
合
い
活
動
が
苦
手
な
子
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
が

課
題
で
あ
る
。（
三
重
）

● 

実
施
し
た
い
が
、
時
間
が
な
い
。
ど
う
し
て
も
３
年
生
は

入
試
優
先
に
な
る
。「
授
業
中
に
全
て
覚
え
な
さ
い
」く
ら

い
の
気
持
ち
で
授
業
を
や
っ
て
い
る
。（
三
重
）

● 

や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
や
り
方
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
。（
大
阪
）

● 

教
科
書
や
資
料
集
の
資
料
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
考
え
さ
せ

る
よ
う
な
授
業
と
し
て
、ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ

て
い
る
が
、
歴
史
で
は
取
り
組
み
頻
度
が
低
い
状
況
。
歴

史
は
な
か
な
か
難
し
い
。（
三
重
）

● 

歴
史
は
や
り
に
く
い
。（
三
重
）

　
調
査
を
行
っ
た
学
校
で
は
、
半
数
以
上
の
先
生
方
が
話
し

合
い
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、「
主
体
的
・
対
話
的
で

深
い
学
び
」の
実
践
に
つ
い
て
も
、「
行
っ
て
い
る
」か
、
ま

た
は「
今
年
度
か
ら
行
い
た
い
」と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
具

体
的
な
ご
意
見
は
以
下
の
通
り
。

〈
実
践
に
積
極
的
な
先
生
方
の
ご
意
見
〉

● 

ジ
グ
ソ
ー
学
習（
１
つ
の
学
習
課
題
を
い
く
つ
か
の
テ
ー

マ
に
分
け
、
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ

て
グ
ル
ー
プ
に
持
ち
よ
り
、
共
同
し
て
課
題
解
決
に
取
り

組
む
学
習
法
）を
行
っ
て
い
る
。
地
理
は
単
元
の
最
初
に

調
べ
学
習
を
や
っ
て
い
る
。（
愛
知
）

● 

ど
ん
な
内
容
で
も
話
し
合
い
を
す
る
と
い
う
訳
に
は
い
か

な
い
の
で
、
毎
回
実
施
は
難
し
い
が
、
学
期
に
１
回
の
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
の
授
業
と
、
２
〜
３
時
間
に
１

回
の
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
活
動
は
盛
り
込
ん
で
い
る
。

（
茨
城
）

　
授
業
中
の
解
説
時
の
補
助
資
料
と
し
て
の
他
、
調
べ
学
習

に
も
使
用
。
公
民
の
授
業
は
知
識
の
解
説
だ
け
だ
と
単
調
で

理
解
し
に
く
い
た
め
、
資
料
集
か
ら
生
徒
に
と
っ
て
身
近
な

例
や
最
近
の
話
題
を
必
ず
示
す
と
い
う
声
も
。授
業
以
外
で
、

生
徒
会
で
の
取
り
組
み
の
参
考
資
料
に
使
っ
て
い
る
と
い
う

意
見
も
。

取
り
組
み
状
況

公 

民
③ 「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
や

　 話
し
合
い
活
動
の
実
践

● 

Ａ
Ｌ
の
授
業
で
は
、
資
料
を
提
示
し
て
読
み
取
れ
る
こ
と

を
言
語
化
さ
せ
る
。
そ
れ
を
班
で
共
有
し
て
、
説
明
す
る

力
や
資
料
を
深
く
読
み
取
る
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
。
い
き

な
り
複
数
の
資
料
を
読
み
取
る
の
は
難
し
い
の
で
、
ま
ず

は
１
つ
の
資
料
の
読
み
取
り
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
。
Ａ
Ｌ

的
な
授
業
は
多
く
て
学
期
に
１
回
程
度
だ
ろ
う
。（
愛
知
）

● 

小
さ
な
話
し
合
い
活
動
は
毎
回
実
施
。
月
に
３
回
く
ら
い

は
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
て
い
る
。（
滋
賀
）

● 

ク
ラ
ス
で
１
冊
の「
新
聞
ノ
ー
ト
」を
作
成
し
、
そ
れ
を

使
っ
て
毎
時
間
小
対
話
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
日
の
当
番

の
生
徒
が
前
日
ま
で
に「
新
聞
ノ
ー
ト
」に
新
聞
記
事
の

切
り
抜
き
を
貼
り
、記
事
の
要
約
と
自
分
の
考
え
を
記
載
。

授
業
の
冒
頭
５
分
程
度
で
当
番
の
生
徒
が
発
表
し
、
生
徒

同
士
で
質
問
を
し
合
う
。
で
き
る
だ
け
、
そ
こ
で
出
た
話

題
か
ら
授
業
に
入
る
よ
う
に
し
て
い
る
。（
東
京
）

● 

授
業
の
展
開
部
で
、「
な
ぜ
」で
始
ま
る
問
い
を
出
し
、
ま

ず
は
個
人
で
考
え
さ
せ
、
次
に
グ
ル
ー
プ
で
共
有
さ
せ
、

全
体
で
ま
と
め
と
解
説
を
し
て
い
る
。
こ
の
問
い
に
つ
い

て
は
、
必
ず
定
期
テ
ス
ト
で
も
出
す
。
授
業
と
定
期
テ
ス

ト
を
有
機
的
に
つ
な
げ
、
授
業
に
真
剣
に
参
加
し
て
い
た

ら
、
問
題
が
解
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。（
東
京
）

● 

地
理
資
料
集
の
図
版
を
投
影
し
て
、
ま
ず
解
説
。
生
徒
に

は
メ
モ
を
取
ら
せ
る
↓
メ
モ
を
グ
ル
ー
プ
で
整
理
し
、
発

表
さ
せ
て
、
そ
の
際
に
資
料
集
を
読
ま
せ
る
↓
最
後
に
先

生
が
ま
と
め
る
。（
大
阪
）

● 

歴
史
資
料
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
や
文
章
の
読
み
取

り
を
５
〜
15
分
行
っ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
グ

ル
ー
プ
で
考
え
た
こ
と
を
書
か
せ
る
。（
愛
知
）

● 

話
し
合
い
の
時
の
資
料
を
歴
史
資
料
集
か
ら
引
用
し
て
い

る
。
教
科
書
の
み
の
資
料
で
は
足
り
な
い
。（
愛
知
）

● 

公
民
で
、
自
分
た
ち
の
市
が
抱
え
る
課
題
を
解
決
す
る
、

と
い
う
テ
ー
マ
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
授
業
を

行
っ
た
。（
三
重
）

で
き
ご
と
を
整
理
さ
せ
る
、
各
時
代
の
文
化
の
写
真
は
教
科

書
よ
り
も
豊
富
な
の
で
、特
に
よ
く
使
用
す
る
な
ど
の
声
も
。

ま
た
、
使
え
る
資
料
が
限
ら
れ
る
古
代
よ
り
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
観
点
の
資
料
が
あ
る
近
現
代
の
ほ
う
が
よ
く
使
う
と
の
意

見
も
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
修
学
旅
行
前
の
学
習
で
も
使
う
と

の
意
見
も
。



主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に

向
け
た
実
践
を
さ
れ
て
い
る

先
生
に
お
聞
き
し
ま
し
た
！ 

　
地
理
的
分
野
で
は
、
地
理
的
事
象
や
そ
の
背
景
を
、
な
る

べ
く
地
図
帳
か
ら
探
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん

ど
の
答
え
は
地
図
帳
か
ら
読
み
取
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
図
か
ら
自
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
意
味

付
け
解
釈
し
、
結
び
付
け
て
説
明
で
き
る
よ
う
な
授
業
を
意

識
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
過
去
に
は
ア
ジ
ア
州
を
州
内
の
地

域
別
に
区
分
し
班
に
割
り
当
て
、
生
徒
自
ら
が
授
業
者
と
な

る
生
徒
授
業
の
形
で
授
業
を
行
い
ま
し
た
。

　
公
民
的
分
野
で
は
、
財
政
の
配
分
の
在
り
方
や
、
人
権
と
人

権
が
対
立
す
る
場
面
な
ど
、
複
数
の
意
見
が
対
立
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
面
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
模
擬
選
挙
を
取
り
入
れ
、
選
挙
の
仕
組
み
や

候
補
者
が
選
ば
れ
た
後
の
流
れ
を
体
験
的
に
学
ば
せ
て
い
ま
す
。

　
毎
時
間
、
す
べ
て
の
活
動
を
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
私

自
身
も
研
究
途
上
で
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
教
師
が
設
定
し
た

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
な
ど
の
規
準
に
照
ら
し
て
小
レ
ポ
ー
ト
な
ど
の

評
価
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
や
、
生
徒
同
士
の
相
互
評
価
を

参
考
に
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
ま
た
、
ノ
ー
ト
に

自
分
の
考
え
を
書
か
せ
る
な
ど
さ
せ
て
、
身
近
な
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
教
科
書
に
対
応
し
た
見
開
き
を
使
う
こ
と
が
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
意
外
と
他
の
ペ
ー
ジ
に
関
連
し
た
資
料
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
教
師
自
身
が
意
識
し

て
資
料
集
を
見
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

〈
取
材
協
力
：
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校

渡
邊
智
紀
先
生
〉

　
生
徒
が
自
分
の
も
つ
知
識
や
語
彙
で「
語
れ
る
」こ
と
が
対

話
を
生
み
出
す
基
本
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
ず
は
教
師
が
分
か

り
や
す
い
言
葉
で
説
明
し
た
り
、
問
い
を
投
げ
か
け
た
り
、
自

分
自
身
に
関
係
が
あ
る
と
思
え
る
よ
う
な
資
料
を
見
せ
た
り

す
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
一
斉
授
業

の
中
で
も
小
さ
な
問
い
の
積
み
重
ね
で
授
業
を
作
っ
て
い
く
こ

と
で
、
双
方
向
の
授
業
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
生
徒

同
士
の
対
話
型
の
活
動
で
は
、
教
師
に
よ
る
、
生
徒
同
士
の
対

話
を
批
判
的
に
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
問
い
や
資
料
の
提
示
が
必

要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
と
重
な
り
ま
す
が
、
教
師
が
生
徒
の
思
考
を
揺
さ

ぶ
る
た
め
、
根
拠
を
確
認
す
る
よ
う
な
質
問
を
行
っ
た
り
、
他

の
生
徒
の
考
え
を
紹
介
し
、
新
た
な
側
面
に
気
付
か
せ
た
り

す
る
工
夫
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
最
近
は
、「
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
」と
い
う
ソ
フ
ト
を
使
っ

て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
上
で
相
互
の
意
見
を
比
較
し
た
り
す
る
こ
と

も
取
り
入
れ
始
め
ま
し
た
。
使
い
慣
れ
て
く
る
と
、
と
て
も
簡

単
に
比
較
や
結
び
付
け
の
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
生

徒
の
意
見
を
集
め
る
こ
と
な
ど
も
簡
単
に
で
き
ま
す
。

　
資
料
集
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
を
、
自
分
の
考
え

の
根
拠
と
し
て
使
用
さ
せ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

人
口
や
財
政
な
ど
に
つ
い
て
、
統
計
や
白
書
な
ど
か
ら
具
体
的

な
地
域
の
最
新
デ
ー
タ
を
も
っ
て
き
て
生
徒
に
提
示
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
生
徒
が
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し

た
り
相
互
評
価
し
合
っ
た
り
す
る
よ
う
な
授
業
で
は
、
生
徒
の

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
践
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
ど
の
単
元
で
、
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に
つ
い
て
、
評
価
は
ど
の
よ

う
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。（
授
業
中
・
定
期
テ
ス
ト
・
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
な
ど
）

そ
の
他
、
資
料
集
の
活
用
場
面
や
活
用
の
工
夫
、
ア
ド
バ
イ

ス
が
あ
れ
ば
、
ご
教
示
く
だ
さ
い
。

対
話
型
の
授
業
を
実
践
さ
れ
る
と
き
、

ａ
）
生
徒
の
興
味
付
け
や
、
生
徒
に
「
自
分
ご
と
」
と
し
て

主
体
的
に
課
題
を
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
に
、
工
夫
を

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
そ
の
際
、「
資
料
」

の
掲
示
や
配
付
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
資
料
を
使
わ
れ
て
い
ま
す
か
。

ｂ
）
活
発
な
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
、
工
夫
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
学
び
の
深
ま
り
の
た

め
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

対
話
型
の
授
業
を
実
践
さ
れ
る
と
き
、
教
科
書
や
地
図
帳
以

外
の
教
材
を
使
わ
れ
ま
す
か
。
使
わ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な

資
料
を
ど
の
よ
う
な
場
面
で
お
使
い
で
す
か
。

作
品
が
教
材
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
生
徒
同
士
で
作
品
を

見
せ
合
う
場
面
で
は
、
互
い
に
興
味
深
く
内
容
を
読
ん
で
い
る

姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

１

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に

向
け
た
実
践
を
さ
れ
て
い
る

先
生
に
お
聞
き
し
ま
し
た
！ 

　
例
え
ば
、
先
日
行
っ
た
２
年
生
歴
史
の
授
業
で
は
、
近
世
の

「
幕
府
政
治
の
展
開
」の
単
元
で
、
幕
政
の
改
革
に
関
わ
っ
た
６

名
の
人
物
に
つ
い
て
、
６
人
×
６
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
ジ
グ
ソ
ー

学
習
を
行
い
ま
し
た
。
導
入
に
１
時
間
、
グ
ル
ー
プ
で
の
調

べ
学
習
と
ジ
グ
ソ
ー
学
習
用
の
説
明
原
稿
・
レ
ジ
ュ
メ（
要
点

を
ま
と
め
た
配
付
資
料
）の
作
成
に
３
時
間
、
ジ
グ
ソ
ー
学
習

に
１
時
間
、
ま
と
め
に
１
時
間
の
構
成
。
最
後
の
ま
と
め
の
時

間
で
は
、
６
名
の
幕
政
改
革
に
つ
い
て
み
ん
な
で
調
べ
た
内
容

を
踏
ま
え
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
上
で
６
名
の
人
物
を
レ
ー
ダ
ー

チ
ャ
ー
ト
で
評
価
さ
せ
、
一
番
優
れ
た
政
治
家
を
選
ば
せ
ま
し

た
。「
選
挙
」を
意
識
し
て
活
動
に
加
え
た
の
で
す
が
、
意
識

的
に
、
歴
史
の
授
業
に
歴
史
を
学
ぶ
意
義
や
公
民
と
の
つ
な

ぎ
の
要
素
を
組
み
込
ん
で
い
ま
す
。

　「
知
識
・
理
解
」は
小
テ
ス
ト
や
定
期
テ
ス
ト
で
、「
技
能
」は

レ
ジ
ュ
メ
や
発
表
用
原
稿
の
作
成
や
プ
レ
ゼ
ン
の
様
子
で
、「
思

考・判
断・表
現
」は
、
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
記
述
さ
せ
る
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
中
心
に
評
価
し
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
は
、

学
習
内
容
が
正
確
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
、
意
見
の
根
拠
が

適
切
に
表
現
で
き
て
い
る
か
を
重
視
し
ま
す
。
ま
た
、
授
業
内

で
の
生
徒
の
様
子
を
評
価
す
る
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
授
業
内

評
価
を
す
る
こ
と
を
予
告
し
、
そ
の
時
間
が
終
わ
っ
て
か
ら
、

形
成
的
評
価
と
し
て
生
徒
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
し
て
い
ま
す
。

〈
取
材
協
力
：
東
京
都
品
川
区
立
豊
葉
の
杜
学
園
中
学
校

金
城
和
秀
先
生
〉

　
歴
史
学
習
の
授
業
開
き
で
は
、
必
ず
歴
史
学
習
の
意
義
を

書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
で
、
未

来
を
予
測
す
る
土
台
が
作
ら
れ
、
未
来
を
よ
り
よ
く
で
き
る

こ
と
に
気
付
か
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
生
徒
の
主
体
性
を
引
き
出
す
と
い
う
点
で
は
、
で
き
る
だ

け
学
習
内
容
そ
の
も
の
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な

前
振
り
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
市
民
革
命
が
起

こ
る
と
き
の
共
通
点
は
？
」と
疑
問
を
投
げ
か
け
、「
そ
の

共
通
点
か
ら
、
こ
れ
か
ら
革
命
が
起
こ
る
国
が
予
測
で
き
る

か
も
？
」と
伝
え
る
な
ど
で
す
。

　
話
し
合
い
の
活
性
化
に
向
け
て
、対
話
型
の
学
習
に「
ゲ
ー

ム
性
」を
も
た
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
明
治
の

諸
改
革
に
つ
い
て
、
６
つ
の
改
革
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
ご
と

に
調
べ
さ
せ
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
調
べ
た
改
革
が
最
も「
日

本
の
近
代
化
」に
強
い
影
響
を
与
え
た
か
議
論
さ
せ
ま
し
た
。

自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
調
べ
て
い
る
改
革
が
よ
り
強
い
影

響
を
与
え
た
と
証
明
で
き
る
よ
う
、
生
徒
た
ち
は
一
生
懸
命

論
拠
を
探
し
て
い
ま
し
た
。

　
例
に
挙
げ
た
授
業
で
は
、
教
科
書
・
資
料
集
を
土
台
に
し

な
が
ら
、
司
書
教
諭
に
依
頼
し
、
事
前
に
調
べ
る
対
象
の
人

物
に
つ
い
て
載
っ
て
い
る
書
籍
を
集
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。

調
べ
学
習
の
う
ち
、
最
初
の
１
時
間
は
、
教
科
書・資
料
集・

書
籍
か
ら
の
み
調
べ
さ
せ
、
次
の
時
間
以
降
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
使
わ
せ
ま
し
た
。

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
践
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
ど
の
単
元
で
、
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に
つ
い
て
、
評
価
は
ど
の
よ

う
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。（
授
業
中
・
定
期
テ
ス
ト
・
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
な
ど
）

対
話
型
の
授
業
を
実
践
さ
れ
る
と
き
、

ａ
）
生
徒
の
興
味
付
け
や
、
生
徒
に
「
自
分
ご
と
」
と
し
て

主
体
的
に
課
題
を
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
に
、
工
夫
を

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
そ
の
際
、「
資
料
」

の
掲
示
や
配
付
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
資
料
を
使
わ
れ
て
い
ま
す
か
。

ｂ
）
活
発
な
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
、
工
夫
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
学
び
の
深
ま
り
の
た

め
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

対
話
型
の
授
業
を
実
践
さ
れ
る
と
き
、
教
科
書
や
地
図
帳
以

外
の
教
材
を
使
わ
れ
ま
す
か
。
使
わ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な

資
料
を
ど
の
よ
う
な
場
面
で
お
使
い
で
す
か
。

　
特
に
レ
ジ
ュ
メ
の
作
成
に
は
、資
料
集
を
よ
く
使
い
ま
す
。

教
科
書
よ
り
も
詳
し
い
資
料
や
ま
と
め
図
が
あ
り
、
教
科
書

と
は
違
う
視
点
の
異
説
な
ど
が
生
徒
の
参
考
に
な
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　
対
話
型
・
活
動
型
の
授
業
に
は
、「
ま
と
め
」「
振
り
返
り
」

が
不
可
欠
だ
と
考
え
ま
す
。冒
頭
で
例
に
挙
げ
た
授
業
で
は
、

最
後
に
、
幕
政
改
革
を
扱
っ
た
マ
ン
ガ
の
セ
リ
フ
を
穴
埋

め
さ
せ
る
作
業
を
さ
せ
た
の
で
す
が
、
こ
の
作
業
を
グ
ル
ー

プ
で
作
成
し
た「
レ
ジ
ュ
メ
」を
も
と
に
や
ら
せ
る
こ
と
で
、

自
分
た
ち
の
作
業
が「
み
ん
な
の
役
に
立
っ
て
い
る
」と
い

う
達
成
感
を
生
徒
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　
学
び
が
深
ま
っ
た
か
ど
う
か
は
、い
か
に「
見
方・考
え
方
」

を
働
か
せ
て
い
た
か
と
関
連
す
る
と
考
え
ま
す
。
例
の
授
業

で
は
幕
政
改
革
に
関
わ
る
人
物
を
評
価
さ
せ
る
う
え
で
、
社

会
的
な
背
景
を
視
点
に
加
え
て
因
果
関
係
を
意
識
さ
せ
た

り
、
人
物
同
士
の
類
似
や
差
異
を
比
較
さ
せ
た
り
す
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
調
べ
学
習
も
話
し
合
い
活
動
も
、
そ
し
て
社
会
科

の
学
習
内
容
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
も
３
年
間
の
系
統
を
意

識
し
、
公
民
の
学
習
に
つ
な
が
る
よ
う
授
業
の
組
み
立
て
を

し
て
い
ま
す
。
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 資料集でよく使う単元は？先生に
聞いた！

● 植物…身近な植物の一覧（図鑑的），いろいろな植物の例，極端な植物
（サボテン）など。

● 火山…日本国外の火山（キラウエア，マウナロアなど），噴火の写真など。
● 地震…地震波の伝わり方，プレートのようすなど。被害写真などは扱

いに気を遣う。
● 動物…内臓のつくり，いろいろな動物の例など。
● 天気…空や雲のようす，天気図，衛星からの雲画像など。
● 遺伝…遺伝子の顕微鏡写真，遺伝の例など。

　
２
０
２
１
年
度
に
完
全
実
施
と
な
る
新
し
い
学
習
指
導
要

領
で
は
、
理
科
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
や
有
用
性
の
実
感
及
び

理
科
へ
の
関
心
を
深
め
る
観
点
か
ら
、
理
科
の
学
習
内
容
を
日

常
生
活
や
実
社
会
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
実
現
に
は
日
常
生
活
や
実
社
会
と
の
対
応
事
例
を
、

で
き
る
だ
け
多
く
生
徒
に
伝
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
の
手
段
と
し
て
、
資
料
集
を
活
用
し
た
授
業
を
行
う
こ
と

が
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
授
業
改
善
に
向
け
た
資
料

集
活
用
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
２
０
１
７
年
に
弊
社
で
実
施
し
た

資
料
集
の
使
用
実
態
調
査
か
ら
使
用
事
例
を
紹
介
す
る
。

① 

資
料
集
の
使
用
頻
度

② 

資
料
集
の
使
用
目
的
と
使
用
場
面

資料集はどのくらいの頻度で
使われていますか？

（2017年　弊社調査）

（2017年　弊社調査）

週1回以上使用
52.6％

週1回未満
使用
26.3％

毎回使用
21.1％

資料集を使う目的は何ですか？

資料集はいつ使われますか？

● 教科書の補足
● 生徒の興味付け

● 前時の復習（授業の導入）
● 実験装置の確認（授業の導入）
● 単元のまとめ

ほとんどの先生が上記の目的。

という意見が多数。

　
新
学
習
指
導
要
領
で
も
重
視
さ
れ
て
い
る
日
常
生
活
や
社
会
と
の
関
連
は
、
入
試

問
題
で
も
活
用
問
題
と
し
て
出
題
さ
れ
、
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
題

材
が
出
題
さ
れ
て
い
る
か
、
特
徴
的
な
問
題
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

③ 

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
使
用
率
・
使
用
方
法

デジタルコンテンツを使用していますか？
（資料集採用の先生）

使っている
67.5％

使っていない
32.5％

具体的な使用方法や効果は？

苦労する点は？

● 実物を用意するのは難しいが，変化を動画で見た方が分かりや
すい内容（植物の成長，火山，天気，天体など）について使用する。

● 実験方法を実験前に見せて参考にさせたり，うまくいかなかっ
た実験のまとめとして見せることもある。

● 危険な物質を使用する実験の動画を見せる。
● 動画を見せると生徒の顔が前を向き，説明が1回で済む。

● 素材を集めるのが大変。
● 電子黒板が学年に4台しかないため，空いている時しか使えない。
● デジタル教科書の入ったPCが学校全体で6台。1学年8クラスな
ので，毎時間使いたくても占有は厳しい。社会，英語，理科で
取り合いになる。

（2017年　弊社調査）

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
入
試
問
題

年　度 都道府県 題　材

H29年 島根
【花粉症】
スギの木から離れたところにいてもスギの花粉症を発症する理由
（→スギの花粉は風に乗って運ばれるから）

H28年
H30年

兵庫
香川

【食物中の消化酵素】
タンパク質を主成分とするゼリーに大根おろしとパイナップルのしぼ
り汁をかけた際，どちらもゼリーがとけたことから，大根おろしとパ
イナップルが消化を助ける食物の種類を推測
（→どちらも肉の消化を助ける）

H29年 大分

【飛行機の往復の時間差】
低気圧の移動の原因と共通する，東京-大分間を往復する飛行機の，行
きと帰りでかかる時間が異なる原因
（→偏西風の影響）

H30年 山形
【ガスもれ警報機の設置場所】
都市ガス用のガスもれ警報器を部屋の高い場所に設置する理由
（→都市ガスは空気より密度が小さいから）

H28年 福井
【吸盤にはたらく大気圧】
吸盤にはたらく大気圧の向き
（→吸盤の外側からあらゆる向きにはたらく）

観察記録4. 3月1日 15時 晴れ
　学校の周辺にはスギの木があります。スギの枝先に黄色い粒状の実のようなも
のがついていたので調べると , スギの花であることがわかりました。枝をゆらし
てみると花粉がたくさん出てきました。最近同じクラスの②ハヤトさんが教室で
何回もくしゃみをしているので , スギ花粉症かもしれません。

4.　下線部②のように,スギの木から離れた教室にいてもスギの花粉症を発症する人がい
る。ところが,サクラの花粉症はほとんどの場合,サクラの木に近づかなければ発症
しない。このことを参考に,スギ花粉の運ばれ方について,簡単に説明しなさい。
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予告

2019年９月頃 発行予定

次号も，すぐに役立つ最新教育情報を満載してお届けします！
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特 集

連 載

入試の変化と最新高校入試情報 など
教材活用講座

新学社ホームページ

新学社のワークブック
授業のふり返りを効果的に！
新学社のワークブック
授業のふり返りを効果的に！

移行措置完全対応！移行措置完全対応！全ての教材で全ての教材で

新・基礎の学習 国語
社会の
自主学習

数学の問題ノート
数学の基本ノート
スパイラル式 パターン演習

理科の自主学習
基礎の学習 理科
理科ノート ジョイフルワーク

国 語国 語

理 科理 科 英 語英 語

社 会社 会 数 学数 学

　　  新企画！
 プリント生成システム
「らくらくプリント」で，
 働き方改革もお助け！

で

※表紙デザインは制作中のものですので，変更になる場合があります。

14

●ワークとプリントをセット
　にしたシス
　テム教材！
●持ち運びや
　管理に便利
　な前期・後
　期の２分冊
　方式！

新刊！

数問ノート
システマ


